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熱
気
に
包
ま
れ
る
短
歌
大
会

　

年
に
一
度
、
社
友
が
一
堂
に
会
す
る
新

墾
社
・
北
海
道
潮
音
会
合
同
短
歌
大
会
が

6
月
16
・
17
の
両
日
、
ホ
テ
ル
ポ
ー
ル
ス

タ
ー
札
幌
で
開
か
れ
ま
し
た
。
2
日
目
の

全
体
歌
会
に
は
約
1
0
0
人
が
参
加
。
ペ

ン
や
辞
書
を
手
に
し
た
参
加
者
の
年
齢
層

は
60
〜
80
代
が
中
心
で
す
が
、
会
場
内
は

熱
気
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　

持
ち
寄
っ
た
短
歌
の
中
か
ら
選
出
さ
れ

た
数
首
の
歌
を
批
評
し
合
い
ま
す
。「
口

語
と
文
語
の
表
現
が
混
在
し
て
い
る
」
と

女
流
歌
人
が
短
歌
界
の
中
心
に

　

新
墾
社
は
、
現
在
2
5
0
人
ほ
ど
が
所

属
し
、
作
歌
活
動
に
励
ん
で
い
ま
す
。
道

内
と
東
京
の
1
社
を
合
わ
せ
て
21
支
社
が

あ
る
中
で
、
最
大
の
札
幌
支
社
は
毎
月
、

市
内
中
央
区
大
通
の
市
民
ホ
ー
ル
に
数
十

人
の
社
友
が
集
ま
り
、
歌
会
を
開
い
て
い

る
ほ
か
、
北
高
会
が
運
営
す
る
集
会
施
設

の
ノ
ー
ス
エ
イ
ム
（
北
区
）
で
雑
誌
『
新

墾
』
の
校
正
作
業
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
24
の
支
社
が
あ
り
、
社
友
も

5
0
0
〜
6
0
0
人
を
数
え
ま
し
た
。

い
っ
た
指
摘
が
飛
び
出
し
ま
す
。
比
喩
の

解
釈
な
ど
に
つ
い
て
も
活
発
な
意
見
が
交

わ
さ
れ
、
反
対
意
見
も
堂
々
と
主
張
し
ま

す
。
会
場
内
で
、
私
語
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
厳
し
い
ば
か
り
で
は

な
く
、「
良
い
と
こ
ろ
は
大
い
に
褒
め
ま

す
」
と
足
立
さ
ん
。

　

今
大
会
作
品
の
最
優
秀
賞
は
、
金
田
ま

さ
子
さ
ん
の
「
ハ
ナ
ア
ブ
は
花
に
潜
み
ぬ

ひ
き
こ
も
り
六
十
万
余
を
超
ゆ
る
と
言
ふ

国
」
が
輝
き
、
大
会
の
締
め
く
く
り
に
記

念
の
盾
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

1
9
4
0
〜
50
年

代
ご
ろ
は
男
性
が

多
か
っ
た
の
で
す

が
、
い
ま
は
逆
転

し
、
圧
倒
的
に
女

性
の
割
合
が
高
ま

り
、
歌
会
に
参
加

す
る
男
性
は
全
体

の
1
割
ほ
ど
。
社

友
の
年
齢
層
も
次

第
に
上
昇
し
、
50

代
で
は
「
若
手
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。

新
墾
社
は
、
北
海
道
の
短
歌
結
社
と
し
て
明
治
・
大
正
・
昭

和
の
歌
人
、
小お

田だ

觀か
ん

螢け
い

さ
ん
が
1
9
3
0
年
に
創
設
し
ま
し

た
。
今
も
、
短
歌
雑
誌『
新
墾
』を
毎
月
発
行
し
、
2
0
1
8

年
に
は
通
巻
1
0
0
0
号
を
達
成
、
日
本
短
歌
雑
誌
連
盟
か

ら
優
良
歌
誌
と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
来
年
1
月
に
は
創

立
90
周
年
を
迎
え
る
新
墾
社
の
歴
史
や
活
動
状
況
を
足
立
敏

彦
主
宰
に
う
か
が
い
ま
し
た
。�

（
取
材
日 

6
月
6
日
、
17
日
）

足あ

立だ
ち　

敏と
し

彦ひ
こ

さ
ん

短
歌
結
社
　
新
墾
社
主
宰

1
9
3
2
年
8
月
15
日
、
苫
小
牧
市
生
ま
れ
の
86
歳
。
北
海
道
学
芸
大
学
岩

見
沢
分
校
（
現
・
北
海
道
教
育
大
学
岩
見
沢
校
）
卒
業
後
、
教
員
と
な
り
夕

張
市
と
札
幌
市
の
中
学
校
で
国
語
を
教
え
た
。
父
・
敏
樹
さ
ん
の
影
響
で

1
9
4
8
年
、
16
歳
で
新
墾
社
に
入
会
。
1
9
8
9
年
に
編
集
発
行
人
、

1
9
9
0
年
に
代
表
、
1
9
9
9
年
か
ら
主
宰
に
就
任
し
た
。
北
海
道
新
聞

の
日
曜
文
芸
欄
で
短
歌
の
選
者
、
北
海
道
潮
音
会
代
表
と
し
て
歌
誌
『
潮

音
』
選
者
な
ど
も
務
め
る
。

特
集北

海
道
の
現
代
短
歌
活
動
を
牽
引

戦
前
か
ら
短
歌
雑
誌『
新に

い

墾は
り

』を
刊
行
す
る
短
歌
結
社 

新
墾
社
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■お問い合わせ先　札幌市中央区北 9西 23-2-11-801 足立方 新墾社　

☎

011-616-3154

大会最優秀作品を詠んだ金田まさ子さん（左）



7
・
5
・
7
・
7
の
三
十
一
文
字
に
全
て

を
表
現
せ
ず
、
作
者
が
あ
え
て
隠
し
て
い

る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
読
み
手
に
と
っ
て

は
、
そ
の
隠
れ
て
い
る
部
分
が
迷
い
道
で

あ
り
、
作
り
手
は
簡
単
に
理
解
で
き
な
い

よ
う
工
夫
す
る
そ
う
で
す
。「
い
く
ら
読

ん
で
も
分
か
ら
な
い
、
何
を
言
お
う
と
し

て
い
る
の
か
─
と
迷
い
込
ま
せ
、
そ
の
世

界
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
よ
う
な
作
品
が

優
れ
て
い
る
」
と
い
い
ま
す
。
逆
に
す
っ

と
入
っ
て
、
す
ぐ
出
ら
れ
る
よ
う
な
作
品

は
「
ミ
ミ
ズ
の
腸
は
ら
わ
た」

と
呼
ぶ
そ
う
。

　

短
歌
は
虚
構
を
歌
に
し
て
も
構
わ
な
い

の
で
す
が
、
一
般
的
に
歌
と
い
う
も
の
は

一
人
称
の
形
が
基
本
だ
そ
う
。
で
す
か
ら

足
立
さ
ん
は
「
一
人
称
の
世
界
で
遊
び
な

さ
い
。
浮
気
を
し
た
か
っ
た
ら
歌
の
中
で

表
現
し
て
ご
ら
ん
。
た
だ
、
知
人
に
読
ま

れ
る
と
誤
解
さ
れ
る
か
ら
、
う
ま
く
カ
ム

フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
さ
い
」
と
ユ
ー
モ
ア
を

交
え
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

　
『
新
墾
』
創
刊
主
宰
の
小
田
觀
螢
さ
ん

は
「
北
方
的
生
命
感
的
抒
情
」
を
作
歌
理

念
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
作
風
で
は

な
く
、
歌
を
詠
む
態
度
、
姿
勢
を
示
し
て

い
る
も
の
で
す
。

　

小
田
さ
ん
が
、
こ
の
理
念
を
噛
み
砕
い

て
解
説
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
あ
え
て
足
立
さ
ん
に
説
明
し
て
い
た

だ
く
と
「『
北
方
的
』
と
い
う
の
は
北
海

道
ら
し
さ
で
は
な
く
、
な
お
北
方
を
目
指

　

足
立
さ
ん
は
、
年
齢
を
気
に

す
る
人
に
は
「
人
生
1
0
0
年

の
時
代
。
昔
の
寿
命
の
2
倍

な
ん
だ
か
ら
、
自
分
の
年
齢

を
半
分
と
し
て
考
え
な
さ
い
」

と
け
し
か
け
、
歌
が
で
き
ず

に
悩
む
社
友
に
は
「
で
き
な

く
て
当
た
り
前
。
余
分
に
で

き
た
ら
俺
に
く
れ
」
と
笑
わ

せ
ま
す
。

　

創
刊
主
宰
の
小お

田だ

觀か
ん

螢け
い

さ

ん
、
現
主
宰
の
足
立
さ
ん
も

そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
伝
統

的
に
社
友
に
は
学
校
の
先
生
が
多
い
そ
う

で
す
。
6
月
の
短
歌
大
会
で
特
別
講
演
に

招
か
れ
た
作
家
の
乾
ル
カ
さ
ん
は
、
足
立

さ
ん
の
教
員
時
代
の
教
え
子
の
一
人
で
す
。

　

乾
さ
ん
は
札
幌
市
北
区
の
中
学
校
に
通

い
、
国
語
の
テ
ス
ト
で
「
頑
張
っ
た
な
」

と
足
立
さ
ん
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
た
の
が

「
う
れ
し
く
て
、
国
語
だ
け
は
頑
張
ろ
う
と

思
っ
た
」
と
述
べ
、「
文
章
を
書
く
こ
と
が

仕
事
に
な
っ
た
の
は
足
立
先
生
の
お
か
げ
」

と
感
謝
を
表
し
ま
し
た
。
社
友
の
一
人
は

「
教
師
冥み
ょ
う

利り

に
尽
き
る
言
葉
で
す
ね
」
と

感
激
し
た
様
子
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

短
歌
の
魅
力
と
新
墾
の
特
徴

　

足
立
さ
ん
は
、
短
歌
の
魅
力
を
「
迷
路

の
韻い
ん

律り
つ

」
に
あ
る
と
言
い
ま
す
。
5
・

す
と
い
う
精
神
の
北
方
性
で
す
。
精
神
の

北
方
性
と
は
、
自
分
を
追
い
込
ん
で
突
き

詰
め
て
い
く
と
い
う
世
界
。『
生
命
感
的
』

と
い
う
の
は
生
き
る
喜
び
、
張
り
合
い
。

抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
具
体
性
」
で
す

が
、「
教
え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
く
、

繰
り
返
し
意
味
を
考
え
な
が
ら
、
自
ら
つ

か
み
取
っ
て
い
く
べ
き
境
地
」
だ
と
言
い

ま
す
。

新
墾
誕
生
か
ら
の
歩
み

　

新
墾
社
の
創
設
者
・
小
田
觀
螢
さ
ん

は
、
岩
手
県
久
慈
市
の
出
身
で
、

1
9
0
0
年
、
16
歳
で
北
海
道
に
渡
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
小
樽
市
や
富
良
野

市
な
ど
の
小
学
校
で
教
員
を
務
め
ま
し
た
。

　

明
治
後
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
浪
漫

6 月に開かれた短歌大会の全体歌会の様子

歌の感想を話す参加者

選者も真剣に耳を傾けます

教え子だった作家の乾ルカさん（左）を紹介する足立主宰



主
義
の
『
明
星
』、
写
生
主
義
の
『
ア
ラ

ラ
ギ
』
の
ほ
か
、
松
尾
芭
蕉
ら
の
蕉
風
俳

諧
を
源
流
と
す
る
象
徴
主
義
の
『
潮
音
』

と
い
う
三
大
歌
誌
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

小
田
さ
ん
は
、
1
9
1
5
年
か
ら
潮
音
社

に
所
属
し
、
同
会
の
初
代
主
宰
だ
っ
た
太

田
水
穂
さ
ん
と
は
「
管か
ん

鮑ぽ
う

金き
ん

石せ
き

の
交
わ

り
」
と
い
う
ほ
ど
の
固
い
友
情
で
結
ば
れ

て
い
た
そ
う
で
す
。

　

太
田
さ
ん
の
後
押
し
を
受
け
、1
9
3
0

年
1
月
、
小
田
さ
ん
は
『
新
墾
』
を
発
刊

し
ま
す
。
創
刊
号
に
は
「
黒
雲
の
腹
を

い
で
し
と
見
る
は
や
く
ま
つ
さ
か
さ
ま
に

お
つ
る
冬
の
日
」
と
い
う
歌
を
掲
載
し
ま

し
た
。

　

創
刊
年
と
翌
1
9
3
1
年
は
年
4
号
、

1
9
3
2
年
に
は
年
6
号
を
発
刊
で
き
ま

し
た
が
、1
9
3
3
年
は
3
号
、1
9
3
4

年
は
2
号
に
と
ど
ま
る
な
ど
経
済
的
に
も

不
安
定
で
し
た
。
た
だ
、
6
年
目
と
な
る

1
9
3
5
年
以
降
は
多
く
の
支
援
を
得
ら

れ
、『
新
墾
』
は
月
刊
発
行
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
墾
短
歌
の
基
盤
に
は
『
潮
音
』
の
象

徴
主
義
が
あ
り
ま
す
。
象
徴
主
義
の
原
点

は
古
典
に
あ
る
た
め
、
誌
上
に
は
古
典
研

究
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　

社
友
も
順
調
に
増
え
、
1
9
3
6
年
8

月
に
は
第
1
回
新
墾
大
会
を
札
幌
市
内
で

開
催
。
翌
年
7
月
に
は
太
田
さ
ん
ら
を
招

き
、
潮
音
新
墾
北
海
道
社
友
大
会
を
開
い

て
い
ま
す
。

戦
時
下
と
戦
後
の
新
墾

　

新
墾
短
歌
が
黎
明
期
の
盛
り
上
が
り
を

見
せ
る
中
、
1
9
3
7
年
7
月
に
支
那
事

変
が
勃
発
し
、
戦
時
体
制
の
強
ま
り
は
短

歌
の
世
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

　

小
田
觀
螢
さ
ん
は
1
9
3
7
年
末
、

「
国
の
秋
あ
ら
し
す
さ
ま
じ
く
吹
き
つ
の

り
応
召
兵
の
幟
の
ぼ
り

い
や
殖
ゆ
」
と
詠
み
、
戦

地
に
送
ら
れ
た
社
友
か
ら
は
「
ア
ム
ー
ル

の
解
氷
き
し
る
宵
闇
に
ひ
そ
か
に
ま
ぎ
れ

下
ろ
す
鉄
舟
」（
古
住
基
さ
ん
）

「
爆
音
の
き
こ
え
ぬ
日
と
て
な

き
空
に
湧
き
つ
崩
れ
つ
夏
雲

の
峯
」（
小
田
哲
夫
さ
ん
）
な

ど
の
作
品
が
届
き
ま
す
。
戦

意
高
揚
の
名
の
下
に
短
歌
は

称
揚
の
道
が
与
え
ら
れ
、
戦

争
賛
歌
が
氾
濫
し
て
い
き
ま

し
た
。

　

第
2
次
世
界
大
戦
の
敗
戦

が
濃
厚
に
な
り
、
全
国
の
歌

誌
統
制
に
よ
っ
て
1
9
4
4
年
2
月
号
で

『
新
墾
』
が
休
刊
し
ま
す
。
終
戦
を
経
て

1
9
4
6
年
1
月
に
復
刊
す
る
ま
で
の
休

刊
期
は
、
社
友
へ
の
潮
音
入
社
の
あ
っ
せ

ん
、
添
削
指
導
、
各
地
歌
会
の
振
興
、
会

報
の
発
行
な
ど
で
し
の
ぎ
ま
し
た
。
復
刊

後
も
物
資
不
足
、
米
軍
の
検
閲
も
あ
り
、

苦
労
が
絶
え
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

足
立
さ
ん
と�

　

小
田
主
宰
と
の
出
会
い

　

足
立
さ
ん
は
、
父
・
敏
樹
さ
ん
が
『
潮

音
』
の
歌
人
、『
新
墾
』
の
選
者
だ
っ
た

こ
と
に
影
響
を
受
け
短
歌
を
詠
み
始
め
ま

し
た
。『
新
墾
』
に
作
品
が
初
め
て
載
っ

た
の
は
、
1
9
4
8
年
9
・
10
月
合
併
号

で
、
高
校
1
年
生
の
時
で
し
た
。
父
が
北

炭
の
炭
鉱
病
院
で
歯
科
医
と
し
て
勤
務
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
夕
張
市
で
教
員
に

な
り
ま
し
た
。
20
歳
か
ら
18
年
間
勤
務
し

た
夕
張
に
は
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
る
そ

う
で
す
。

　

1
9
8
1
年
に
北
炭
夕
張
新
炭
鉱
ガ
ス

突
出
事
故
が
あ
り
、
か
つ
て
の
教
え
子
の

親
な
ど
93
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の

事
を
思
い
、
足
立
さ
ん
が
詠
ん
だ
歌
が

「
龍
神
の
昇
れ
る
な
ら
む
と
ど
ろ
き
の
峡

の
激
湍
紅
葉
の
色
」
で
す
。
こ
の
歌
が
刻

ま
れ
た
「
怒
り
と
鎮
魂
の
歌
碑
」
は
夕
張

滝
の
上
自
然
公
園
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　

足
立
さ
ん
に
と
っ
て
、
主
宰
だ
っ
た
小

田
觀
螢
さ
ん
は
「
雲
の
上
の
神
様
の
よ
う

な
存
在
」
で
、
入
社
し
て
か
ら
9
年
間
は

一
度
も
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
初
め
て
会
っ
た
の
は
1
9
5
7
年
の

北
海
道
歌
人
会
。
記
念
撮
影
の
時
に
小
田

さ
ん
の
真
後
ろ
で
写
真
に
納
ま
っ
た
の
で

す
が
、
そ
の
日
は
気
付
か
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。
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そ
の
後
も
、
小
田
さ
ん
と
じ
っ
く
り
話

し
た
の
は
、
家
に
呼
ば
れ
た
1
回
だ
け
。

小
田
さ
ん
と
の
思
い
出
は
「
君
は
新
墾
の

言
葉
の
番
人
だ
よ
」
と
い
う
一
言
で
す
。

歌
人
が
文
法
に
詳
し
い
と
は
限
ら
ず
、
国

語
教
員
だ
っ
た
足
立
さ
ん
は
言
葉
の
決
ま

り
事
な
ど
を
た
び
た
び
指
摘
し
て
い
た
こ

と
を
、
小
田
さ
ん
が
「
注
目
し
て
く
れ
て

い
た
と
分
か
り
、
う
れ
し
か
っ
た
」
と
振

り
返
り
ま
す
。

活
躍
す
る
新
墾
出
身
の
歌
人
た
ち

　

新
墾
社
に
所
属
し
た
歌
人
で
、
最
も
有

名
な
の
が
中
城
ふ
み
子
さ
ん
で
す
。

1
9
4
7
年
に
新
墾
社
に
入
り
、
戦
後
活

躍
し
た
代
表
的
な
女
性
歌
人
の
一
人
に
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
1
9
5
4
年
7
月
出
版
の

歌
集
『
乳
房
喪
失
』
は
、
既
存
の
歌
壇
か

ら
激
し
い
反
発
が
出
る
一
方
、
若
手
歌
人

を
中
心
に
熱
狂
的
な
支
持
を
得
ま
し
た
。

乳
が
ん
の
転
移
で
、
中
城
さ
ん
は
同
年
8

月
に
31
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

中
城
さ
ん
は
、
女
流
歌
人
興
隆
の
き
っ

か
け
を
作
っ
た
と
評
価
さ
れ
、
作
品
そ
の

も
の
も
多
く
の
歌
人
た
ち
に
影
響
を
与
え

ま
し
た
。
足
立
さ
ん
は
「
賛
否
両
論
あ
っ

た
が
、
お
か
げ
で
北
海
道
の
歌
壇
が
注
目

を
浴
び
た
」
と
評
し
ま
す
。

　

も
う
一
人
、
足
立
さ
ん
が
「
北
海
道
の

歌
壇
を
元
気
づ
け
た
存
在
」
と
い
う
の
が

菱
川
善
夫
さ
ん
で
す
。
北
海
学
園
大
学
の

教
授
な
ど
を
歴
任
し
た
国
文
学
者
で
、

1
9
5
4
年
『
敗
北
の
抒
情
』
で
第
1
回

短
歌
研
究
社
の
評
論
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

小
樽
の
学
校
で
小
田
觀
螢
さ
ん
の
薫
陶

を
受
け
、
新
墾
社
に
入
っ
て
か
ら
も
精
力

的
に
評
論
を
書
い
て
い
ま
し
た
。「
社
友

を
ち
や
ほ
や
し
て
い
る
か
ら
、
北
海
道
か

ら
良
い
歌
人
が
育
た
な
い
ん
だ
」
な
ど
と

辛
辣
な
意
見
を
言
う
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
全
国
的
な
知
名
度
が
あ
り
な
が

ら
、
北
海
道
を
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、

「
北
海
道
の
歌
壇
で
現
代
的
な
活
動
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
は
菱
川
さ
ん
の

功
績
だ
と
足
立
さ
ん
は
い
い
ま
す
。

新
墾
の
今
後

体
制
は
柔
軟
に「
歌
道
」を
進
む

　

長
ら
く
短
歌
結
社
に
と
っ
て
歌
誌
を
発

行
す
る
こ
と
は
活
動
の
根
幹
で
し
た
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
が
普
及
す
る
以
前
、

本
に
掲
載
さ
れ
な
け
れ
ば
、
だ
れ
の
目
に

も
止
ま
り
ま
せ
ん
。
一
人
き
り
で
歌
を

作
っ
て
も
、
他
人
に
認
め
て
も
ら
え
な
い

の
で
短
歌
誌
を
発
行
す
る
結
社
な
ど
に
所

属
し
ま
す
。
こ
の
た
め
歌
誌
を
発
行
で
き

る
歌
人
は
、
強
い
発
信
力
と
影
響
力
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
非
常
に
大

き
な
ス
テ
ー
タ
ス
で
し
た
。

　

し
か
し
、
今
も
昔
も
短
歌
誌
は
“
お
金

に
な
ら
な
い
”
そ
う
で
す
。
足
立
さ
ん
は

新
墾
社
で
編
集
発
行
人
を
引
き
受
け
る

際
、
毎
月
の
『
新
墾
』
発
行
と
、
1
年
後

に
発
刊
予
定
の
「
新
墾
60
周
年
史
」
作
成

に
集
中
す
る
た
め
、
4
年
先
の
定
年
を
待

た
ず
に
56
歳
で
退
職
し
ま
し
た
。
そ
の
退

職
金
も
『
新
墾
』
に
つ
ぎ
込
む
覚
悟
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

　

短
歌
界
も
高
齢
化
が
進
み
、
道
内
で
発

行
さ
れ
る
短
歌
誌
も
、
か
つ
て
は
50
誌
を

超
え
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
十
数
誌
ま
で

減
少
、
全
国
的
に
も
あ
ち
こ
ち
で
短
歌
結

社
が
解
散
し
て
い
ま
す
。
足
立
さ
ん
は

「
気
力
は
あ
る
と
は
い
え
、
私
も
今
年
で

87
歳
。
次
を
ど
う
す
る
か
」
を
考
え
て
、

ま
ず
は
雑
誌
の
発
刊
や
歌
会
を
開
催
で
き

る
実
務
体
制
を
整
え
ま
し
た
。「
な
ん
と

か
1
0
0
周
年
は
迎
え
ら
れ
そ
う
」
と
の

手
応
え
を
感
じ
つ
つ
、
今
後
の
運
営
体
制

に
つ
い
て
は
後
進
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

い
ま
、
新
墾
社
で
は
「
雑
誌
は
い
ら
な

い
け
ど
、
歌
会
に
集
ま
る
の
は
楽
し
い
か

ら
」
と
支
社
に
出
入
り
す
る
社
友
以
外
の

人
も
い
る
そ
う
で
す
。
顔
を
合
わ
せ
な
が

ら
歌
会
を
楽
し
む
ス
タ
イ
ル
の
方
が
、
雑

誌
に
載
る
こ
と
よ
り
も
人
気
の
よ
う
で
す
。

　

足
立
さ
ん
は
「
こ
れ
か
ら
は
若
い
人
に

も
入
っ
て
ほ
し
い
」
と
も
願
っ
て
い
ま

す
。
全
道
各
地
に
短
歌
以
外
で
も
幅
広
く

活
動
す
る
社
友
が
い
る
の
で
、
み
ん
な
で

声
を
掛
け
て
い
く
つ
も
り
で
す
。「
新
墾

に
は
難
解
な
迷
い
道
の
歌
の
韻
律
が
多
い

か
ら
、
取
っ
つ
き
に
く
い
か
も
」
と
い
う

心
配
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
師

の
開
い
た
一
本
道
を
ひ
た
む
き
に
た
ど
る

と
い
う
「
古
く
さ
い
と
か
、
封
建
的
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
『
歌

道
』
を
大
切
に
し
た
い
」
と
話
し
ま
す
。

　

令
和
を
生
き
る
社
友
の
歌
が
、
新
墾
社

1
世
紀
へ
向
け
た
道
を
歩
み
ま
す
。
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北
の
鞄
も
の
が
た
り

い
た
が
き
の
職
人
魂
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鞄
い
た
が
き
の
創
業
者
板
垣
英
三
が

1
9
5
0
年
に
15
歳
で
丁
稚
奉
公
を
し

て
か
ら
70
年
に
わ
た
り
鞄
づ
く
り
一
筋

に
生
き
て
き
た
生
涯
と
、
も
の
づ
く
り

と
は
何
か
、
北
海
道
赤
平
の
地
で
の
可

能
性
な
ど
に
つ
い
て
、J
R
北
海
道
の
車

内
広
報
誌
で
特
集
を
長
年
執
筆
し
て
い

る
北
室
か
ず
子
氏
が
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

本
書
は
3
章
構
成
に
山
本
昌
邦
と
板

垣
英
三
の
対
談
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
第
1
章
で
は
創
業
時
に
精
魂
込

め
て
作
り
上
げ
た
鞄
、
鞍
シ
ョ
ル
ダ
ー

に
つ
い
て
、
い
た
が
き
の
も
の
づ
く
り
へ

の
こ
だ
わ
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
2
章
で
は
板
垣
英
三
の
あ
ゆ
み
、
第

3
章
で
は
新
天
地
と
な
っ
た
赤
平
で
の

こ
れ
か
ら
の
展
望
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

を
残
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
三
百
数

十
年
に
わ
た
り
、
地
域
住
民
の
身
近
な
神
様
・

仏
様
で
あ
る
「
円
空
さ
ん
」
と
し
て
大
切
に
ま

つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

史
料
の
少
な
い
円
空
で
す
が
、
1
6
3
1
年

に
岐
阜
県
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
7

歳
の
時
に
木
曽
川
の
洪
水
で
母
を
亡
く
し
、
寺

に
預
け
ら
れ
出
家
し
ま
し
た
。
滋
賀
県
と
岐
阜

県
に
ま
た
が
る
伊
吹
山
の
山
中
で
修
行
を
積

み
、
仏
像
な
ど
を
彫
り
始
め
た
よ
う
で
す
、
最

も
古
い
像
は
1
6
6
3
年
、
32
歳
の
こ
ろ
に

彫
っ
た
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
1
6
6
6
年
1
月
、
35
歳
の
時
に
東
北
地

方
を
訪
れ
、
同
年
6
月
に
は
北
海
道
へ
渡
っ
て

き
た
よ
う
で
す
。

　

円
空
は
、
松
前
藩
の
領
地
よ
り
さ
ら
に
奥
地

へ
も
足
を
踏
み
入
れ
、
日
本
海
側
は
せ
た
な
町

大
成
地
区
の
太
田
山
、
太
平
洋
側
は
伊
達
市
の

有
珠
山
に
、
仏
像
を
残
し
た
記
録
が
残
っ
て
い

円
空
仏
〔
上
ノ
国
町
〕

道
内
最
大
の
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像��

地
域
住
民
に
愛
さ
れ
る�

�

ほ
ほ
え
み
の
仏
像

　

上
ノ
国
町
字
上
ノ
国
地
区
の
住
宅
街
の
中
に

建
つ
上
ノ
国
観
音
堂
。
こ
の
中
に
円
空
仏
の
十

一
面
観
音
菩
薩
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

頭
部
に
11
の
顔
を
持
つ
観
音
様
で
、
台
座
を
含

め
た
全
長
は
1
4
6
・
6
㌢
と
、
道
内
に
現
存

す
る
円
空
仏
で
は
最
大
で
す
。

　

道
指
定
有
形
文
化
財
の
観
音
像
を
ま
つ
る
観

音
堂
を
管
理
運
営
す
る
の
は
、
地
域
住
民
で
組

織
す
る
上
ノ
国
観
音
講
で
す
。
毎
週
土
曜
日
に

は
観
音
堂
に
集
ま
り
、
お
経
を
上
げ
た
後
、
ス

ト
ー
ブ
を
囲
ん
で
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
過
ご
す

そ
う
。
観
音
講
の
一
員
で
近
所
に
住
む
女
性
は

「
こ
の
円
空
さ
ん
は
本
当
に
ご
利
益
あ
ん
だ

よ
。
ち
ゃ
ん
と
拝
ん
で
お
き
な
さ
い
」
と
笑
顔

で
話
し
ま
す
。

未
開
の
北
海
道
を
旅
し
た
円
空

　

円
空
仏
は
江
戸
時
代
、
僧
侶
だ
っ
た
円
空
が

鉈な
た

一
丁
で
彫
っ
た
と
さ
れ
る
木
の
仏
像
で
、
丸

木
の
面
を
生
か
し
た
荒
削
り
の
木
肌
に
、
ほ
ほ

え
み
を
た
た
え
た
表
情
が
特
徴
で
す
。
円
空

は
、
12
万
体
の
仏
像
を
造
る
こ
と
を
目
標
に
掲

げ
、
東
海
地
方
を
中
心
に
、
膨
大
な
数
の
仏
像

　

い
た
が
き
で
は
太
古
の
昔
か
ら
行
わ

れ
て
き
た
タ
ン
ニ
ン
な
め
し
の
革
を
使

い
も
の
づ
く
り
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
革

職
人
が
憧
れ
る
こ
の
革
に
熱
を
加
え
て

行
う
捻
引
き
や
研
磨
、
丈
夫
な
ナ
イ
ロ

ン
糸
で
の
縫
製
、
丹
精
込
め
た
手
仕

事
、
自
分
の
技
術
を
惜
し
み
な
く
注
ぎ

こ
む
職
人
の
熱
き
思
い
が
伝
わ
り
ま

す
。
も
の
づ
く
り
に
携
わ
る
方
や
経
営

者
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
方
に
職

人
魂
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。�（
柏
）

自
然
の
恵
み

ア
イ
ヌ
の
ご
は
ん

藤
村
　
久
和
　
監
修
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マ
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「
ア
イ
ヌ
の
ご
は
ん
」
と
い
え
ば
皆

さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う

か
。
北
海
道
で
暮
ら
し
て
い
て
も
意
外

と
知
ら
な
い
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ア
イ
ヌ
の
ご
は
ん
は
日
本

ほ
っ
か
い
ど
う
の
本

お
近
く
の
書
店
に
な
い
場
合
は

発
行
先
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

特
記
以
外
は
税
込
価
格
で
す

（

（

北
海
道
の

 
木
と
文
化 

②
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上ノ国観音堂所蔵の十一面観音菩薩立像、
右下には観音菩薩坐像も安置されている



す
る
観
音
菩
薩
の
円
空
仏
が
多
く
残
っ
た
と
い

う
見
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
有
珠
山
や

駒
ヶ
岳
、
樽
前
山
と
い
っ
た
活
火
山
を
鎮
め
る

た
め
に
も
観
音
像
は
造
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

上
ノ
国
観
音
堂
の
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
は

当
初
、
地
元
の
山
神
社
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
明
治
政
府
が
神
道
国
教
化
に
向
け
て
行
っ

た
神
仏
分
離
政
策
で
、
神
社
に
仏
像
を
置
く
こ

と
が
禁
じ
ら
れ
た
際
、
住
民
の
一
人
、
長
谷
川

喜
平
太
が
隠
し
て
難
を
逃
れ
た
た
め
、「
き
へ

だ
の
観
音
様
」
と
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。

　

観
音
様
は
、
胴
体
に
比
べ
頭
部
が
黒
ず
ん
で

い
ま
す
。
こ
れ
は
昔
、
着
物
を
着
せ
ら
れ
て
い

て
、
明
か
り
や
囲
炉
裏
か
ら
出
た
ス
ス
が
頭
部

だ
け
に
付
着
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
円
空
さ
ん
」
の
真
っ
黒
な
顔
は
、
地
域
の
生

活
に
溶
け

込
み
、
住

民
か
ら
愛

さ
れ
て
き

た
証
と
も

言
え
そ
う

で
す
。

上
ノ
国
町  

人
口
約
5
0
0
0
人
の
農
林
水
産
業
の
町
。
15
世
紀
こ
ろ
、
北
海
道
南
部
の

日
本
海
側
は
、
上
の
国
、
太
平
洋
側
は
下
の
国
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
町

名
の
由
来
で
す
。

ま
す
。

　

1
6
9
5
年
、
64
歳
ま
で
生
き
た
円
空
は
、

仏
の
道
を
説
き
な
が
ら
全
国
各
地
を
訪
ね
、
造

像
を
重
ね
ま
し
た
。
円
空
が
立
ち
寄
っ
た
後
に

残
さ
れ
た
素
朴
な
仏
像
た
ち
を
、
人
々
は
体
が

痛
む
時
に
同
じ
所
を
さ
す
り
、
時
に
は
削
っ
て

お
守
り
や
煎
じ
薬
に
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

造
像
に
使
用
し
た
木
材
は
、
ヒ
ノ
キ
や
ス

ギ
、
ヒ
バ
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
樹
種
に
は
こ

だ
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

住
民
が
守
っ
た
上
ノ
国
の
円
空
仏

　

北
海
道
に
あ
る
円
空
仏
の
う
ち
、
後
年
に
本

州
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
を
除
く
と
、
45
体

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

上
ノ
国
町
に
は
現
在
6
体
の
円
空
仏
が
あ
り

ま
す
。
道
内
で
は
乙
部
町
の
7
体
に
次
ぐ
多
さ

で
す
。
円
空
が
訪
れ
た
こ
ろ
、
前
浜
で
ニ
シ
ン

が
豊
富
に
取
れ
た
上
ノ
国
に
は
1
4
0
〜

1
5
0
軒
の
住
家
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

上
ノ
国
に
あ
る
円
空
仏
の
種
類
は
、
十
一
面

観
音
菩
薩
立
像
、
阿
弥
陀
如
来
像
が
各
1
体
の

ほ
か
、
観
音
菩

薩
坐
像
が
4
体

で
す
。
病
気
の

流
行
、
漁
で
の

水
難
事
故
も
多

か
っ
た
こ
と
か

ら
、
人
々
を
常

に
観み

て
い
て
救

い
を
求
め
る
声

（
音
）
が
あ
れ

ば
す
ぐ
に
救
済

食
の
基
本
を
お
さ
え
た
も
の
が
多
く
、

素
材
の
味
を
生
か
し
て
調
理
し
、
自
然

に
感
謝
し
て
み
ん
な
で
楽
し
く
い
た
だ

き
ま
す
。
本
書
は
ア
イ
ヌ
の
料
理
を
項

目
に
分
け
て
、
ア
イ
ヌ
の
食
文
化
や
食

材
な
ど
の
話
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

ア
イ
ヌ
文
化
を
長
き
に
わ
た
り
研
究

さ
れ
て
い
る
北
海
学
園
大
学
名
誉
教
授

の
藤
村
久
和
先
生
が
監
修
し
、
レ
シ
ピ

本
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ア
イ
ヌ
の
方
々

に
調
理
方
法
や
知
識
な
ど
を
取
材
し
分

か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
た
伝
承
の
1

冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

巻
末
に
は
ア
イ
ヌ
料
理
で
使
用
す
る

山
菜
や
動
物
の
図
鑑
、
ア
イ
ヌ
の
方
々

の
食
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
話
も
掲
載
さ

れ
て
お
り
、「
食
」
や
「
命
」
に
対
す

る
考
え
方
か
ら
、
改
め
て
命
や
家
族
の

大
切
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ス
ー
パ
ー
で
手
に
入
る
食
材
を
用
い

た
レ
シ
ピ
も
あ
り
、
ぜ
ひ
簡
単
な
レ
シ

ピ
か
ら
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
料
理
を
楽
し
く
食

べ
る
こ
と
が
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
を
理
解

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。�

（
大
）

イ
ザ
リ
に
生
ま
れ
て

林
　
幸
子
　
著

共
同
文
化
社
　
発
行

☎

0
1
1
・
2
5
1
・
8
0
7
8

四
六
判
　
2
2
4
頁
　
1
2
9
6
円

　

著
者
は
道
東
の
寒
村
で
障
が
い
者
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
医
者
か
ら
は
そ

の
姿
に
三
日
と
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
と

言
わ
れ
ま
す
。「
イ
ザ
リ
」
と
い
う
言

葉
は
、
差
別
的
な
表
現
が
あ
り
日
常
生

活
に
お
い
て
耳
に
す
る
機
会
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
幼
い
彼
女
は
自
分
の
名
前
だ

と
思
う
ほ
ど
、
周
囲
か
ら
呼
ば
れ
つ
づ

け
て
き
ま
し
た
。

イ
ザ
リ
に
生
ま
れ
て

　

　
　

イ
ザ
リ
に
生
ま
れ
て

林

　
幸
子

　

こ
の
物
語
は
著
者
の
実
話
で
あ
り
、

何
故
そ
の
よ
う
な
身
体
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
、
実
の
母
親
の
話
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
自
活
の
た
め
に
洋
裁
を
身

に
つ
け
社
会
人
と
な
っ
た
後
も
、
結
婚

し
夫
か
ら
の
D
V
や
姑
の
心
無
い
言
葉

に
傷
つ
き
な
が
ら
、
子
育
て
や
仕
事
を

懸
命
に
こ
な
し
借
金
返
済
に
追
わ
れ
る

毎
日
を
過
ご
し
ま
す
。
し
か
し
、
愛
情

を
注
い
で
育
て
て
き
た
は
ず
の
養
女
は

未
婚
の
母
と
な
り
、
や
が
て
そ
の
子
ど

も
を
置
き
去
り
に
し
て
行
方
知
れ
ず

に
…
…
。

　

次
々
と
身
に
ふ
り
か
か
る
困
難
を
受

け
止
め
な
が
ら
も
、
日
々
真
摯
に
向
き

合
い
必
死
で
生
き
抜
い
て
き
た
人
生
が

綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ス
ト
を
読
む
こ

と
で
、
生
き
る
と
は
、
幸
せ
と
は
何
か

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。�

（
五
）

北海道の木と文化&ほっかいどうの本7

国指定史跡の勝山館跡は 1470 年頃築かれた山城で、蝦夷地中
世の生活様式を今に伝えています（上ノ国町教育委員会提供）

旧笹浪家で展示する阿弥陀如来像。
漁師の網に掛かったとの言い伝えが
ある（上ノ国町教育委員会提供）顔が黒ずみ摩耗した「円空さん」
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p
l
a
n（
リ
プ
ラ
ン
）北
海
道 

1
2
5
号��

�
４９１００９４０１０8９-１

A
4
判　

1
8
8
頁�

5
0
0
円

─
─
札
促
社

063─

0004 

札
幌
市
西
区
山
の
手
4
条
3
丁
目
3─

29

☎

０
１
１
・
6
４
１
・
7
8
5
5

働
き
や
す
い
農
場
づ
く
り�

９78-４-86４5３-０6４-４

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ア
グ

リ
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

監
修

Ｂ
5
判　

1
1
6
頁�

1
4
4
0
円

─
─
北
海
道
協
同
組
合
通
信
社

060─

0004 

札
幌
市
中
央
区
北
４
条
西
13
丁
目

☎

０
１
１
・
２
３
１
・
5
２
6
１

自
然
の
恵
み

ア
イ
ヌ
の
ご
は
ん�

９78-４-86４5３-０58-３

藤
村　

久
和　

監
修

Ｂ
5
判　

1
2
8
頁�

1
9
4
4
円

─
─
デ
ー
リ
ィ
マ
ン
社

060─

0004 

札
幌
市
中
央
区
北
4
条
西
13
丁
目

☎

０
１
１
・
２
３
１
・
5
２
6
１

自
費
出
版
・
団
体
出
版�

昭
和
の
エ
ポ
ネ
ケ 

ス
テ
ネ
ケ 

パ
ネ
ポ
ネ
ポ

坂
本　

勝
昭　

著

遊
幻
舎
Q゙　

発
行

1
1
8
㍉
×
1
7
8
㍉　

2
0
8
頁

�

1
5
0
0
円

「
足
寄
郡
足
寄
町
東
部
の
阿
寒
摩
周
国
立
公
園
内

に
あ
る
周
囲
2
・
5
㌔
の
湖
オ
ン
ネ
ト
ー
。
鬱
蒼

た
る
原
始
林
に
抱
か
れ
た
神
秘
的
な
湖
面
を
前
に

し
て
、こ
の
環
境
が
貴
重
な
自
然
資
産
と
し
て
、こ
れ

か
ら
も
保
た
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
描
き
ま
し
た
。」

Quarterly 8


