
　

シ
リ
ー
ズ
115
で
「
月
の
テ
ー
マ
パ
ー

ク
？
」と
紹
介
し
た
郷ご

う
れ
い
や
ま

嶺
山（
旧
更
級
村
、

現
千
曲
市
羽
尾
）
に
、ち
ょ
っ
と
ユ
ニ
ー

ク
な
句
碑
が
あ
り
ま
す
（
写
真
左
）。
江

戸
幕
末
か
ら
明
治
を
生
き
た
俳
人
、
木

甫
の
句
を
刻
ん
だ
も
の
で
、
建
て
た
の

は
梅
玉
と
い
う
女
性
で
す
。「
う
め
た
ま
」

も
し
く
は「
ば
い
ぎ
ょ
く
」と
読
み
ま
す
。

碑
の
高
さ
は
一
㍍
三
〇
㌢
ほ
ど
。
木
甫

と
梅
玉
の
関
係
な
ど
を
知
る
う
ち
に
こ

の
句
碑
が
、
な
で
肩
の
人
間
の
よ
う
に

見
え
、
艶あ

で

や
か
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
木
甫
は
「
も
っ
ぽ
」
と
読

む
こ
と
も
知
り
、
面
白
い
音
の
響
き
も

あ
っ
て
、
親
し
み
が
一
層
増
し
ま
し
た
。
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刻
ま
れ
た
木
甫
の
句
は―

　

更
級
や
い
ま
は
田
毎
に
稲
の
花

　

碑
の
建
立
は
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
の
「
中
秋
」
と
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
更
級
の
一
枚
一
枚
の
棚

田
の
稲
穂
が
頭
を
垂
れ
る
ほ
ど
に
実
っ

て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。「
田

毎
の
月
」
で
は
な
く
「
田
毎
の
稲
の
花
」

と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
た
う
れ
し
さ
が

う
か
が
え
る
句
で
す
。
郷
嶺
山
周
辺
に

も
棚
田
が
広
が
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か

ら
、
光
景
に
ぴ
っ
た
り
の
句
で
す
。「
齢

よ
わ
い

八
十
」
と
も
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
、
木

甫
が
八
十
歳
の
と
き
の
建
碑
で
す
。

　

木
甫
と
は
ど
ん
な
人
な
の
か
に
つ
い

て
、
千
曲
市
磯
部
の
郷
土
史
研
究
家
、

高
野
六
雄
さ
ん
が
旧
戸
倉
町
域
の
歴
史

を
発
掘
・
紹
介
す
る
戸
倉
史
談
会
の
機

関
誌
「
と
ぐ
ら
」
第
11
号
に
論
考
を
寄

せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
木
甫
は
江
戸
時
代
の
文
政
元

年
（
一
八
一
八
）、
下
伊
那
郡
鼎

か
な
え

村
（
現

飯
田
市
）
に
生
ま
れ
、
放
浪
癖
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
針
灸
医
と
な
っ
て
各
地

を
巡
る
中
で
俳
諧
の
道
に
入
り
ま
す
。

一
度
は
生
地
に
戻
っ
て
後
進
を
指
導
し

ま
し
た
が
、
晩
年
再
び
旅
に
出
、
明
治

十
五
年
ご
ろ
、
新
潟
に
落
ち
着
き
、
俳

諧
の
師
匠
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
知

り
合
っ
た
女
性
が
梅
玉
で
し
た
。

　

新
潟
に
関
わ
り
の
深
い
二
人
が
な

ぜ
、
郷
嶺
山
に
句
碑
を
建
て
た
の
か
。

高
野
さ
ん
は
更
級
村
初
代
村
長
の
塚
田

小
右
衛
門
さ
ん
が
明
治
二
十
二
年
に
信

濃
毎
日
新
聞
に
投
稿
し
た
「
実
の
姨
捨

山
」
と
い
う
論
文
も
一
つ
の
き
っ
か
け

に
な
っ
っ
た
と
、
指
摘
し
て
い
ま
す

（「
実

ま
こ
と

の
姨
捨
山
」
に
つ
い
て
は
シ
リ
ー

ズ
89
参
照
）。
郷
嶺
山
は
明
治
に
な
っ

て
小
右
衛
門
さ
ん
が
、
鏡
台
山
か
ら
昇

る
月
を
愛
で
る
観
月
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

盛
ん
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
の
で
、
更
級
に

ま
つ
わ
る
愛
着
の
深
い
句
の
碑
を
建
て

る
の
な
ら
、
長
楽
寺
周
辺
（
千
曲
市
八

幡
地
区
）
で
は
な
く
「
奈
良
、
平
安
の

古
代
か
ら
姨
捨
山
と
認
め
ら
れ
て
き
た

冠
着
山
の
ふ
も
と
に
し
よ
う
」
と
い
う

動
機
が
働
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
小
右
衛
門
さ
ん
も
句
碑

を
建
て
よ
う
と
す
る
人
た
ち
に
物
心
両

面
か
ら
の
支
援
を
し
て
い
た
の
で
、
両

方
の
思
惑
が
一
致
し
た
わ
け
で
す
。

　

高
野
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ
の
句
碑
建

立
を
記
念
し
た
「
月
の
し
ほ
り
」
と
い

う
句
集
も
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
序
文

に
「
今
は
実
の
姨
捨
山
に
月
を
愛
で
ん

こ
と
と
な
り
し
は
、
い
と
ど
有
難
き
こ

と
に
な
ん
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。
古
来
、
句
歌
に
詠
ま
れ
て
き

た
本
当
の
姨
捨
山
の
麓
で
月
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
た
の
は
心
か
ら
喜
び
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
す
。

　

小
右
衛
門
さ
ん
の
支
援
が
あ
る
と
は

い
え
、
新
潟
に
ゆ
か
り
の
深
い
二
人
が

わ
ざ
わ
ざ
当
地
に
来
て
句
碑
を
建
て
る

と
い
う
の
は
、
木
甫
の
更
級
へ
の
思
い

入
れ
が
そ
れ
だ
け
強
か
っ
た
わ
け
で
、

そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
梅
玉
も
な
か
な
か

の
女
性
で
す
。
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碑
の
裏
面
に
は
「
た
だ
な
ら
ぬ
こ
の

幸
せ
や
今
日
の
月
」
と
い
う
梅
玉
の
句

も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
高
野
さ
ん
に
よ

る
と
、
梅
玉
は
五
十
歳
を
す
ぎ
た
明
治

二
十
年
ご
ろ
、
木
甫
と
出
会
い
ま
し
た
。

木
甫
の
「
風
流
の
友
」
だ
っ
た
か
妻
だ
っ

た
か
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、こ
の
句
の
「
た

だ
な
ら
ぬ
こ
の
幸
せ
」
と
い
う
言
葉
に

想
像
を
膨
ら
ま
せ
ま
し
た
。
更
級
の
月

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
幸
せ
だ
け
で
な

く
、
木
甫
と
い
う
俳
句
の
師
匠
、
男
性

の
た
め
に
大
き
な
仕
事
が
で
き
た
幸
せ

も
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

し
た
。

　

シ
リ
ー
ズ
51
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

当
時
は
郷
嶺
山
に
観
月
殿
が
作
ら
れ
、

そ
こ
に
は
大
島
浮
名
と
そ
の
妻
、
静
が

住
ん
で
い
ま
し
た
。
郷
嶺
山
で
一
番
大

き
い
二
人
の
句
碑
が
あ
り
ま
す
が
、
木

甫
と
梅
玉
は
こ
の
二
人
か
ら
も
支
援
を

受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

木
甫
の
句
碑
は
現
在
、
大
島
夫
妻
の
句

碑
の
手
前
に
建
っ
て
い
ま
す
。

　

木
甫
の
句
碑
は
梅
玉
と
の
「
愛
の
証
」

の
句
碑
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
て
き
ま

し
た
。
愛
と
い
う
の
は
恋
愛
と
い
う
意

味
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
句
を
愛

す
る
心
、
更
級
に
恋
焦
が
れ
る
心
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
愛
着
の
情
感
が
含
ま
れ
ま

す
。
句
碑
は
自
然
石
で
す
が
、
な
で
肩

の
艶
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
形
を
選
ん

だ
こ
と
自
体
が
そ
う
し
た
気
持
ち
を
反

映
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

高
野
さ
ん
に
よ
る
と
、
木
甫
は
明
治

三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
八
十
八
歳

で
亡
く
な
り
、
梅
玉
が
遺
骨
を
生
地
の

鼎
村
に
埋
葬
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
梅

玉
が
ど
う
な
っ
た
か
不
明
で
す
が
、「
元

気
の
い
い
男
ま
さ
り
の
女
丈
夫
」
と
伝

え
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
木
甫
は
新
潟
で

も
愛
さ
れ
た
ら
し
く
、
新
潟
市
の
中
心

街
に
一
九
六
五
年
、
彼
の
「
柳
あ
り
橋

あ
り
杖
の
と
め
ど
こ
ろ
」
と
い
う
句
を

刻
ん
だ
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

�

高
野
さ
ん
の
論
考
の
中
で
、
も
う
ひ

と
つ
大
き
な
収
穫
が
あ
り
ま
し
た
。
記

念
句
集
「
月
の
し
ほ
り
」
の
中
に
郷
嶺

山
を
描
い
た
図
が
載
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
す
。
右
の
写
真
で
す
。
高
野
さ
ん

が
戸
倉
史
談
会
機
関
誌
第
11
号
に
載
せ

て
い
た
図
を
複
写
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
シ
リ
ー
ズ
115
で

紹
介
し
た
銅
版
画
と
か
な
り
似
て
い
ま

す
。
左
上
に
月
が
か
か
っ
た
冠
着
山（
姨

捨
山
）。
左
下
か
ら
は
観
月
殿
に
至
る

坂
道
が
あ
り
、
途
中
で
二
つ
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
銅
版
画
で
は
「
倶
楽
部
」

と
い
う
建
物
が
あ
り
ま
し
た
が
、
坂
道

の
先
に
は
そ
れ
ら
し
き
建
築
物
が
見
え

ま
す
。
ま
た
、
観
月
殿
の
左
上
に
も
屋

根
瓦
の
建
物
が
あ
り
、
こ
れ
は
銅
版
画

の
「
宝
蔵
」
に
相
当
し
ま
す
。
や
は
り
、

明
治
の
郷
嶺
山
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設

が
備
え
ら
れ
た
「
さ
ら
し
な
月
の
テ
ー

マ
パ
ー
ク
」
だ
っ
た
の
で
す
。

郷嶺山に艶やかさ添える木
も っ ぽ

甫の句碑
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句
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