
 
 
 

 

「十
二
月
の
懺
悔
」 

こ
の
願
い
を
叶

え
て
い
た
だ
け
た

ら
お
金
も
名
誉
も

要
り
ま
せ
ん
…
天

に
祈
る
こ
と
が
年

に
何
度
か
あ
る
。 

健
康
診
断
で
引
っ
か
か
っ

た
項
目
の
再
検
査
に
無
事
パ

ス
し
ま
す
よ
う
に
。
風
邪
の

発
熱
が
翌
朝
ま
で
に
退
き
ま

す
よ
う
に
。
多
く
は
そ
の
程

度
の
願
い
事
で
あ
る
。
祈
願

と
成
就
を
繰
り
返
し
、
と
う

の
昔
に
欲
望
と
無
縁
の
聖
人

君
子
に
な
っ
て
い
て
良
い
は

ず
だ
が
、
凡
俗
の
悲
し
さ
で

そ
う
は
い
か
な
い
。
〈
生
き

て
ゆ
く
た
め
に
大
事
な
私
利

私
欲
、
長
持
ち
さ
せ
て
こ
こ

ま
で
来
つ
〉 
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日
本
の
世
界
遺
産
め
ぐ
り 

そ
の
十 

日
光
の
社
寺
（
文
化
遺
産
）
② 

  
 

 

確
か
に
欲
望
が
な
く
な
っ

て
も
困
る
の
だ
が
、
な
ん
だ

か
神
仏
を
毎
度
だ
ま
し
て
い

る
よ
う
で
心
苦
し
い
。
世
間

に
は
似
た
よ
う
な
罪
の
意
識

を
感
じ
て
い
る
方
も
お
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
お
誓
い
し
た
と

お
り
、
富
貴
と
は
縁
を
切
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、

毎
年
、
ち
ゃ
ん
と
ハ
ズ
レ
て

お
り
ま
す
…
。 

大
晦
日
が
抽
選
日
の
年
末

ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
購
入
を
毎

年
、
罪
滅
ぼ
し
に
使
っ
て
い

る
。
今
年
十
二
月
の
ク
ジ
も

買
う
。
き
っ
と
ま
た
ハ
ズ
レ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
い
。

ハ
ズ
レ
て
こ
そ
買
っ
た
意
味

が
あ
る
の
だ
。
と
は
い
え
、

人
生
一
寸
先
は
闇
、
も
し
く

は
バ
ラ
色
で
あ
る
。 

 

 
葵
友
の
会 広

報
コ
ー
ナ
ー 

世評・時評 
 

 

雑
記
帳 

《
無
題
》 

額
賀
美
保 

思
い
が
、
じ
わ
じ
わ
と
襲
っ

て
来
る
気
も
し
て
い
る
。 

十
二
月
は
又
、｢

師
走｣

と 

も
言
う
が
、
師
走
は
僧(

師) 

が
こ
の
月
に
な
る
と
、
彼
方

此
方
と
忙
し
く
走
り
回
る
処

か
ら
こ
の
語
が
出
来
た
と
も

言
わ
れ
て
い
る
し
、
為
果
つ

月(

し
は
つ
つ
き
＝
一
年
の
終
り
の

月
）
が
転
じ
た
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。 

 

十
二
月
末
日
の
大
晦
日
は

お
お
つ
ご
も
り
と
も
言
う
。

「
つ
ご
も
り
」
は｢

月
隠
（
つ
き

ご
も
り
）｣
の
略
。
大
晦
日
の
夜

更
け
に
年
越
し
蕎
麦
を
食
べ

る
習
わ
し
が
あ
る
。
一
年
の

締
め
括
り
の
十
二
月
は
兎
に

角
忙
し
い
。
そ
れ
は
多
分
昔

も
今
も
変
わ
り
が
な
い
。 

 

し
か
し
、
老
人
の
私
達
に 

は
さ
し
て
や
る
事
が
無
い
と

い
う
か
、
は
や
出
来
ぬ
と
言

う
べ
き
か
、
ど
ち
ら
に
し
て 

も
役
に
立
た
ぬ
存
在
と
な
り

つ
つ
あ
る
。
頑
張
っ
て
年
賀

状
な
ど
書
く
他
に
な
し
。
そ

し
て
何
よ
り
も
、
寒
さ
に
負

け
ず
風
邪
ひ
か
ず
、
此
の
年

の
終
り
を
恙
な
く
元
気
に
越

え
た
い
も
の
。 

そ
し
て
最
後
は
「
除
夜
の

鐘
」
。
大
晦
日
の
十
二
時
か

ら
各
寺
院
で
百
八
つ
の
鐘
を

撞
き
始
め
る
。
余
韻
の
静
ま

る
の
を
待
っ
て
撞
く
為
、
約

一
時
間
係
る
。
百
八
の
煩
悩

を
消
滅
す
る
為
と
言
わ
れ
、

除
夜
の
鐘
の
音
に
、
行
く
年

来
る
年
の
思
い
を
深
く
す
る

信
者
で
無
い
人
達
の
間
に

も
、
今
、
そ
の
風
習
は
一
般 

  

る
」を
模
っ
た
三
猿
が
あ
り
、

子
供
の
教
育
と
は
、
悪
い
事

を
見
た
り
・
言
っ
た
り
・
聞

い
た
り
し
な
い
よ
う
に
育
て

な
さ
い
。
と
い
う
教
育
を
論

じ
て
い
る
も
の
と
も
、
東
照

宮
の
根
本
理
念
を
現
わ
し

て
い
る
と
も
云
わ
れ
る
。 

い
わ
ば
ア
ー
ト
・
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
の
チ
ー
フ
だ
っ
た
狩
野

探
幽
（
か
の
う
た
ん
ゆ
う
）
が
実

物
を
知
ら
ず
に
想
像
で
彫
刻

の
下
絵
を
描
い
た
こ
と
か
ら

「
想
像
の
象
」
と
よ
ば
れ
て
い

る
。 東

照
宮
を
訪
ね
る
と
様
々

な
建
物
に
多
様
な
動
物
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

の
動
物
の
ほ
と
ん
ど
は
平
和

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。 

奥
社
入
口
を
護
る
左
甚
五

郎
の
彫
刻
作
品
と
い
わ
れ
て

い
る
「
眠
り
猫
」
は
、
前
足

を
し
っ
か
り
と
踏
ん
張
っ
て

い
る
事
か
ら
、
実
は
、
徳
川

家
康
を
護
る
た
め
に
寝
て
い

る
と
見
せ
か
け
、
い
つ
で
も 

的
に
な
っ
て
い
る
。 

で
は
来
る
年
の
世
界
の
平

和
を
祈
っ
て
、
新
し
い
年
へ 

 

「
尊
い
生
命
を
授
か
っ
た
そ

の
上
に
数
億
円
ま
で
頂
戴
し

て
は
…
」
等
と
建
前
と
本
音

の
狭
間
で
混
迷
す
る
十
二
月

で
あ
る
。 

念
の
た
め
に
、
お
礼
の
口

上
を
考
え
て
練
習
は
し
て
お

く
つ
も
り
だ
が
。 ヨ

ッ
チ
ャ
ン 

「
い
よ
い
よ
十
二
月
で
す
ね
」

と
挨
拶
を
交
わ
す
月
が
や
っ

て
来
て
し
ま
っ
た
。
泣
い
て

も
笑
っ
て
も
、
今
年
も
も
う

終
り
だ
と
思
う
と
、
何
と
な

く
焦
り
や
後
悔
な
ど
交
々
の 

✽
日
光
東
照
宮 

表
門
を
入
る
と
右
か
ら
鈎

の
手
（
か
ぎ
の
て
）
に
三
棟
が
並

ぶ
。
右
か
ら
下
神
庫
（
し
も
じ

ん
こ
）
・
中
神
庫
・
上
神
庫
。 

奈
良
の
正
倉
院
に
代
表
さ

れ
る
校
倉
（
あ
ぜ
く
ら
）
造
り
を

模
し
た
建
物
で
、
春 

秋
の
渡

御
祭
（
と
ぎ
ょ
さ
い
）
「
百
物
揃

千
人
行
列
」
の
千
二
百
人
分

の
装
束
や
流
鏑
馬
（
や
ぶ
さ
め
）

の
道
具
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
て

い
る
。
春
秋
の
祭
り
の
一
週

間
ほ
ど
前
か
ら
準
備
の
た
め

扉
を
開
け
る
の
で
内
部
を
の

ぞ
け
る
。
上
神
庫
の
妻
（
側

面
）
に
二
頭
の
大
き
な
象
の

彫
刻
が
あ
る
が
、
耳
の
付
き

方
や
尻
尾
の
形
が
実
際
と
は

異
な
る
。
東
照
宮
建
立
時
の 

  

と
寝
込
ん
で
い
た
が
、
深
夜
、

物
音
に
目
を
覚
ま
し
た
。
す

る
と
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
薄

暗
い
な
か
で
、
何
か
大
き
な

物
体
が
い
た
。
そ
の
眠
っ
て

い
る
猫
を
彫
刻
し
た
。
こ
れ

が
左
甚
五
郎
の
眠
り
猫
な
の

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

神
厩
は
寛
永
十
二
年
（
１

６
３
５
）
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
、
桁
行
三
間
、
梁
間
五

間
切
妻
、
銅
瓦
葺
き
、
妻
入

り
の
建
物
で
す
、
東
照
宮
境

内
の
中
で
唯
一
の
白
木
造
り

で
、
当
初
は
初
代
将
軍
徳
川

家
康
が
関
が
原
の
合
戦
の
折

り
、
乗
馬
し
て
い
た
馬
が
神

馬
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。 

長
押
上
に
は
猿
が
馬
の
守
り 

神
で
あ
る
と
い
う
信
仰
か
ら

猿
の
彫
刻
が
八
面
彫
り
込
ま

れ
て
、
子
育
て
か
ら
恋
愛
、

結
婚
、
妊
娠
と
人
間
の
一
生

が
風
刺
さ
れ
て
い
る
。
「
見 

ざ
る
・
言
わ
ざ
る
・
聞
か
ざ 

見
つ
け
た
。
「
な
ん
と
か
お

願
い
し
て
軒
先
で
も
一
夜
、

お
借
り
し
よ
う
」
と
そ
の
家

を
訪
ね
る
と
、
家
の
中
に
は

お
ば
あ
さ
ん
が
い
て
「
い
い

で
す
よ
、
お
入
り
な
さ
い
」

と
家
の
中
に
入
れ
て
く
れ
た
。

な
ん
だ
か
陰
気
な
お
ば
あ
さ

ん
だ
が
、
甚
五
郎
は
喜
ん
で

そ
の
日
は
泊
ま
ら
せ
て
も
ら

う
こ
と
に
し
た
。
道
に
迷
っ

た
疲
れ
か
ら
か
、
ぐ
っ
す
り 

１
１
月
度
行
事
の
結
果 

麻
雀
大
会 

 

１
９
日
（
水
）
ベ
イ
ブ
。

今
回
は
３
卓
１
２
名
で
、

優
勝
は
初
参
加
の
久
下
さ

ん
で
し
た
。 

      

カ
ラ
オ
ケ
会 

２
１
日
（
金
）
バ
ン
バ
ン
。 

 

１
０
名
の
参
加
。 

 １
２
月
度
行
事
の
予
定 

グ
ル
メ
の
会 

 

１
８
日
（
木
）
長
次
郎
。 

台
湾
旅
行
が
中
止
と
な
り

ま
し
た
の
で
、
グ
ル
メ
の

会
と
し
て
「
回
転
寿
司
に

行
っ
て
み
よ
う
！
」
を
実

施
し
ま
す
。 （

事
務
局
長
） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

      

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 

 

あおい 通信 第 115 号

 

◆
編
集
委
員
会
よ
り 

「
あ
お
い
通
信
」
は
、
皆
様

か
ら
の
原
稿
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
係
員
・
飯
島
ま
で 

飛
び
か
か
れ
る
姿
勢
を
し
て

い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、

も
う
一
つ
の
教
え
と
し
て【
裏

で
雀
が
舞
っ
て
い
て
も
、
猫

も
寝
る
程
の
平
和
】
を
表
し

て
い
る
。 

昔
、
左
甚
五
郎
が
旅
先
で
、

夜
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
心
寂
し
い
山
奥
で
人

家
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、

歩
い
て
い
る
う
ち
に
、
薄
明

か
り
の
つ
い
た
一
軒
の
家
を 

葵
通
信
―1

0
0

号
記
念 

ド
ラ
ゴ
ン 

 

葵
通
信
―1

0
0

号
記
念 

ド
ラ
ゴ
ン 

 

夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ
に

注
意 

 

看
護
師
・
千
葉
え
り
子 

夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ
に

注
意 

 

看
護
師
・
千
葉
え
り
子 

想像の象 

眠り猫 

三猿 

http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/photo/sekai0401.html


 

 

い
か
！
」
の
は
ず
が
、
元
旦
に

は
脳
梗
塞
の
お
年
玉
。
幸
い
に

後
遺
症
は
な
く
、
ほ
っ
と
し
た

気
の
ゆ
る
み
、
シ
ャ
ワ
ー
中
の

尻
も
ち
で
今
度
は
腰
の
圧
迫

骨
折
。
ベ
ッ
ト
に
横
に
な
る
の

も
、
起
き
る
も
、
笑
う
も
、
ク

シ
ャ
ミ
、冗
談
じ
ゃ
な
い
最
悪

で
す
。
水
泳
、
山
、
ゴ
ル
フ
、

旅
行
、
趣
味
は
す
べ
て
削
除
、

机
上
の
活
字
を
追
う
だ
け
の

単
調
な
明
け
暮
れ
、
あ
ゝ
こ
う

し
て
「
ウ
ツ
に
な
っ
て
い
く
の

か
な
ー
」
と
、
何
故
か
ポ
イ
ン

ト
が
つ
く
わ
け
で
も
な
い
の
に

診
察
券
だ
け
は
、各
医
療
科
揃

い
踏
み
、
私
の
サ
イ
フ
の
中
に

鎮
座
し
て
い
ま
す
。 

さ
て
さ
て
、
診
察
券
が
必

要
で
な
い
と
こ
ろ
？
あ
り
ま
し

た
。
口
で
す
。
喋
る
こ
と
、
食

べ
る
こ
と
、
す
こ
ぶ
る
達
者
で

す
。
料
理
好
き
の
食
い
道
楽

で
、た
か
が
切
干
大
根
で
も
友

人
に
お
美
味
し
い
と
云
わ
れ

れ
ば
心
の
中
で
楽
し
い
し
、庭 

利
用
者
さ
ん
の 

紹
介
コ
ー
ナ
ー 

 

『
落
語
の
中
の
蕎
麦
』
③ 

絹
田 

治
夫 

春
日
井 

澄
子
（
金
） 

小
さ
い
頃
母
が
、
字
が
上

手
と
褒
め
て
く
れ
、
そ
れ
が

と
て
も
嬉
し
か
っ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。
書
道
、
ペ
ン

習
字
と
習
い
ま
し
た
。
マ
ラ

ソ
ン
が
早
く
、
女
子
高
の
と

き
、
常
に
三
番
以
内
に
入
っ

て
い
ま
し
た
。
編
み
物
も
ず

っ
と
や
っ
て
い
ま
し
た
。 

     石
井 

節
子
（
土
） 

縫
い
物
が
得
意
で
子
供
の

服
は
縫
っ
て
い
ま
し
た
。 

十
年
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

に
通
い
ま
し
た
。
ヨ
ガ
、
プ

ー
ル
を
や
っ
た
後
に
仲
間
と

お
昼
を
食
べ
に
い
く
の
が
楽

し
み
で
し
た
。 

     赤
須 

律
子
（
土
） 

ず
っ
と
日
本
舞
踊
を
習
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
小

鼓
に
興
味
を
持
ち
、
池
袋
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ー
カ
レ
ッ
ジ
で

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
ま
し
た
。 

     

利
用
者
さ
ん
紹
介
コ
ー
ナ

ー
の
続
き
「
女
の
人
生
フ
ル
コ

ー
ス
」 

コ
ー
ス
半
ば
の
頃
に
は
す

で
に
脱
線
、
そ
れ
で
も
、
子
供
、

孫
、
曾
孫
に
恵
ま
れ
れ
ば
残
り

は
余
り
の
人
生
で
「
マ
ッ
、
い 

脳
ト
レ
俳
苦 加

藤 

勇 

 

僕
の
人
生
に
つ
い
て 

山
嵜
利
重 

   

    

 

       

    

リ
ハ
ビ
リ
は 

あ
き
ず
あ
せ
ら
ず 

 

あ
き
ら
め
ず 

ア
ラ
セ
ブ
ン 

 

年
を
と
る
ほ
ど 

 

我
が
強
く 

ア
ラ
エ
イ
ト 

女
性
の
デ
イ
の 

 

平
均
値 

ア
ラ
ナ
イ
ン 

も
う
ふ
た
息
で 

 

レ
ジ
ェ
ン
ド
へ 

脳
ト
レ
は 

デ
カ
字
が
味
方 

 

漢
ク
ロ
も 

欧
米
の
マ
ナ
ー
が
広
ま
っ
て

か
ら
、
粋
に
蕎
麦
を
食
べ
る

人
が
少
な
く
な
っ
た
。
蕎
麦

を
食
べ
る
と
き
に
は
音
を
さ

せ
る
の
が
マ
ナ
ー
で
す
。
大

い
に
音
を
立
て
て
食
べ
ま
し

ょ
う
。 

蕎
麦
と
い
え
ば
、「
藪
」「
砂

場
」「
更
科
」
と
い
っ
た
老
舗

暖
簾
会
（
し
に
せ
の
れ
ん
ん

か
い
）
が
今
も
有
名
で
あ
る
。 

ま
た
、
そ
ば
打
ち
名
人
な
ど

が
一
代
で
店
を
起
こ
し
た
手

打
ち
系
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、

古
く
は
「
一
茶
庵
」
の
創
始

者
片
倉
康
雄
名
人
、
現
代
で

は
「
達
磨
（
翁
）」
の
高
橋
邦

広
名
人
な
ど
が
そ
の
代
表
格

だ
。
一
代
名
人
が
弟
子
を
広

げ
、
代
々
継
代
し
て
い
け
ば

老
舗
暖
簾
会
系
と
な
る
。 

私
の
想
定
外 

東
本 
鞠
子 

に
咲
い
た
一
枝
を
差
し
上
げ

て
「
き
れ
い
」
と
云
わ
れ
れ

ば
ま
た
嬉
し
い
、
あ
の
つ
ぼ

み
明
日
咲
く
か
な
と
思
う
と
、

朝
、
窓
を
あ
け
る
の
も
楽
し

み
で
す
。 

オ
ホ
ホ
で
は
な
く
、
ア
ハ

ハ
と
笑
え
れ
ば
又
楽
し
い
。

そ
れ
〲
の
人
生
の
歴
史
を
重

ね
た
方
達
に
接
す
る
こ
と
、

そ
し
て
老
い
も
障
害
も
関
係

な
く
、
一
生
懸
命
、
身
近
か

な
こ
と
に
挑
戦
す
る
姿
勢
に

刺
激
を
う
け
ま
し
た
。
そ
し

て
、
気
が
つ
き
ま
し
た
。
私

は
か
な
り
の
我
が
ま
ま
で
、

頑
固
だ
わ
と
、
反
省
し
き
り

で
す
。
嫌
な
こ
と
は
チ
チ
ン

プ
イ
プ
イ
で
す
。 

精
神
的
な
心
と
健
康
は
身

近
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
で
き

た
様
な
気
が
し
ま
す
。
娘
の

様
な
、
孫
の
様
な
介
護
士
さ

ん
の
「
手
伝
お
う
か
？
」
こ

の
一
言
が
嬉
し
い
よ
ね
！ 

『
蕎
麦
の
流
行
』
続
き
… 

最
初
は
京
都
に
も
大
阪
に

も
あ
っ
た
が
、
幕
末
で
は
す

っ
か
り
江
戸
の
食
べ
物
に
な

っ
て
い
る
。 

幕
末
に
発
行
さ
れ
た
江
戸

時
代
の
風
俗
詩
「
定
貞
漫
稿
」

（
も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う
）
に
よ

る
と
大
阪
で
は
う
ど
ん
屋
が

４
、
５
町
（
１
町
は
約
１
ヘ

ク
タ
ー
ル
）
に
１
軒
あ
り
、

江
戸
で
は
蕎
麦
屋
が
１
町
に

１
軒
は
あ
っ
た
と
い
う
。 

万
延
元
年
（
１
８
６
０
）

江
戸
府
内
の
蕎
麦
屋
の
数
は 

蕎
麦
の
前
に
つ
ま
み
と
日

本
酒
を
嗜
む
、
と
い
っ
た
流

麗
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
店

も
多
い
よ
う
で
す
。 

今
回
の
話
は
此
れ
で
、
終

わ
り 

ふ
わ
ふ
わ
亭
わ
び
助 

東
本 

鞠
子
（
木
） 

八
月
か
ら
お
仲
間
に
入
れ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

私
が
想
定
し
た
「
女
の
人

生
フ
ル
コ
ー
ス
」
は
、
可
愛
い

奥
さ
ん
、
や
さ
し
い
母
親
、
し

っ
か
り
女
房
、
そ
し
て
や
っ
ぱ

り
最
後
は
可
愛
い
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
、今
な
ら
笑
っ
ち
ゃ
い
ま
す
。

今
、
七
八
才
。 

      

３
７
６
３
軒
。
た
だ
し
屋
台

の
蕎
麦
屋
は
こ
の
数
に
入
っ

て
い
な
い
。
江
戸
中
期
に
は
、

夜
道
を
歩
く
夜
鷹
蕎
麦
屋
や

屋
台
に
風
鈴
を
下
げ
た
風
鈴

蕎
麦
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
で
、

ど
れ
ほ
ど
江
戸
っ
子
が
蕎
麦

好
き
で
あ
っ
た
か
、
店
の
数

か
ら
も
わ
か
る
。
年
越
し
蕎

麦
、
引
っ
越
し
蕎
麦
な
ど
は
、

こ
の
降
盛
に
伴
っ
て
生
ま
れ

た
。
し
か
し
、
江
戸
で
流
行

っ
た
確
か
な
理
由
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。 

『
蕎
麦
は
音
を
た
て
て
食
べ
る

の
が
マ
ナ
ー
』 

落
語
の
「
そ
ば
清
」「
う
ど

ん
屋
」
な
ど
、
蕎
麦
や
う
ど

ん
が
出
て
く
る
噺
で
は
、
落 

語
家
が
実
に
う
ま
く
蕎
麦
や

う
ど
ん
を
食
す
芸
が
い
い
。
私

た
ち
が
「
い
か
に
も
美
味
し
そ

う
だ
」
と
思
う
の
は
、
落
語
家

が
蕎
麦
と
う
ど
ん
の
食
べ
方
を

区
別
し
て
音
を
立
て
る
か
ら
。

音
を
さ
せ
る
と
き
、
蕎
麦
の
場

合
は
舌
を
前
の
ほ
う
に
置
き
、

う
ど
ん
は
舌
を
奥
の
ほ
う
に
置

く
と
い
う
。 

う
ど
ん
は
寒
い
夜
に
熱
い

の
を
食
べ
る
と
い
う
場
面
で
、

蕎
麦
は
冷
た
い
蕎
麦
を
素
早

く
食
べ
る
場
面
が
多
い
か
ら
で

あ
ろ
う
。
音
を
立
て
て
食
べ
る

の
は
欧
米
で
は
悪
い
こ
と
が
、

日
本
で
は
美
味
し
さ
の
表
現

に
な
っ
て
い
る
。音
も
食
文
化
。

蕎
麦
は
そ
の
代
表
な
の
だ
が
、 

生
き
る
貴
さ
を
知
る
。 

人
生
は
長
く
て
短
い
。
せ

め
て
生
き
て
い
る
間
に
何
か

を
し
た
い
。
そ
う
思
い
な
が

ら
、
夢
を
か
い
た
様
な
夜
が

明
け
る
。 

大
風
が
吹
く
、
四
方
へ
と

荒
れ
て
ゆ
く
、
行
き
過
ぎ
て

ゆ
く
日
々
、
何
を
し
た
ら
よ

い
の
か
。
何
か
を
生
き
て
い

る
間
に
残
し
た
い
。
そ
う
思

っ
て
い
る
間
に
夜
が
明
け
る
。 

人
は
権
力
を
握
る
と
常
識

で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を

平
気
で
行
う
。
最
近
の
政
局

を
見
れ
ば
よ
く
解
る
。 

山
川
の
広
が
り
雲
海
が
流

れ
る
。
長
い
様
な
人
生
は
、

実
は
短
い
も
の
だ
。
生
き
て

い
る
間
に
思
い
出
に
な
る
こ

と
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

春
は
も
う
す
ぐ 

何
処
に

あ
る 

想
い
出
ば
か
り
浮
か

ぶ
夜
は 

心
か
ら
さ
む
し
い
。 

雨
の
背
に
し
み
こ
み
瞬
間 

     

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 

 

あ
お
い
俳
壇
・
歌
壇 

み
ち
の
く
の 

紫
菊
の 

香
り
か
な 

鳴
く
鳥
の 

枝
見
上
げ
れ
ば 

秋
の
空 

相
田 

美
代
子 

 

何
が
し
か 

病
い
を
抱
え
し 

人
集
う 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
友 

み
な
優
し 

朝
の
陽
が 

私
を
包
む 

輝
き
て 

今
日
も
生
き
よ
と 

囁
き
つ
つ
に 

河
西 

千
恵
子 

山
肌
の 

窪
め
る
所 

蔦
か
ら
み 

黄
葉
し
秋
の 

陽
に
か
が
や
け
り 

麻
生 

伊
登
子 

題
詠
「
和
」
で
２
首 

帆
船
だ 

よ
こ
は
ま
港
の 

和
船
見
て 

松
前
ぶ
ね
の 

ロ
マ
ン
に
ひ
た
る 

お
も
て
な
し 

お
く
ゆ
か
し
さ
と 

和
の
心 

連
綿
と
し
て 

わ
れ
ら
が
誇
り 

鈴
樹 

清
明 

 

 

昨
年(

平
成
二
十
一
年)

十
二
月
の
誕
生
日
に
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
葵
で
バ
ー
ス

デ
イ
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
さ
や
え
ん
ど
う
の
種
と

小
鉢
を
頂
き
ま
し
た
。 

丁
度
、
寒
い
時
期
で
し

た
の
で
、
今
年
二
月
の
末

頃
に
種
を
二
日
間
水
に
漬

け
て
か
ら
、
鉢
に
埋
め
ま

し
た
。
数
日
後
芽
が
出
た

か
な
と
覗
い
て
み
た
ら
、 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

自 

画 

像 


