
特
　
選

秀
　
逸

芭
蕉
元
禄
事
業
　
　
奥
の
細
道
む
す
び
の
地
「
大
垣
」
十
六
万
市
民
俳
句
ポ
ス
ト

選
　
　
者
　
　
名
和
　
永
山

平
成

三
十

年
一

月
度

　
入

選
句

　 （
投
稿
総
数
三
千
五
百
三
十
一
句
　
・
　
一
般
投
句
数
四
百
五
十
一
句
）

カ
レ
ン
ダ
ー
反
り
の
落
ち
着
く
松
七
日

大
垣
市

宮
脇

　
和

子

雪
吊

り
の
一

本
毎

の
気

概
か

な
　

養
老
郡
養
老
町

田
中
　
秀
草

熱
燗

や
涙

す
る
日

も
笑

ふ
日

も
　

養
老
郡
養
老
町

田
中
　
紫
香

靴
下
に
右
ひ
だ
り
な
し
寒
の
入
り
　

東
京
都
世
田
谷
区

関
戸
　
信
治

湯
豆

腐
に
病

癒
さ

れ
ゆ

く
予

感
　

岐
阜
市

花
川
　
和
久

兄
弟

と
わ

か
る

揃
ひ

の
冬

帽
子

　
揖
斐
郡
池
田
町

木
塚
　
し
ょ
う

折
り

返
し
出

来
ぬ
人

生
冬

至
粥

　
大
垣
市

鶴
田
　
信
子

凍
て
し
日
は
明
日
へ
の
序
奏
根
は
眠
る
　

羽
島
郡
笠
松
町

易
田
　
喜
芳
子

冬
燈
村
に
ひ
と
つ
の
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
　

大
垣
市

佐
藤
　
す
み
子

お
降
り
の
一
滴
神
馬
の
眸
を
伝
ふ
　

大
垣
市

新
町
　
恵
子

張
替

え
て
明

り
奥

ま
で
白

障
子

　
大
垣
市

高
石
　
政
明

　
初
暦
が
掛
け
ら
れ
て
七
日
正
月
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
暦
が
掛
け
ら
れ
る
ま
で
、
カ
レ
ン
ダ
ー
を
丸
め
て
お
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
カ
レ
ン
ダ
ー
を
掛
け
た
時
に
は
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
下
の
方
が
丸
ま
っ
て
い
る
。
七
日
正
月
と
も
な

る
と
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
丸
ま
っ
た
辺
り
が
整
っ
て
き
て
い
る
。

　
何
気
な
い
日
常
の
風
景
だ
が
「
反
り
の
落
ち
着
く
」
の
措
辞
が
広
が
り
を
持
た
せ
て
い
る
。
正
月
七
日
と
も
な

れ
ば
、
仕
事
す
る
人
た
ち
も
正
月
気
分
を
取
り
戻
し
、
少
し
は
落
ち
着
い
て
働
い
て
も
ら
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
カ
レ
ン
ダ
ー
の
反
り
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
の
心
の
反
り
も
落
ち
着
か
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

常
夜

鍋
同

じ
話

の
繰

り
返

し
大
垣
市

吉
田

　
て

る
み

　
季
語
は
「
常
夜
鍋
」
で
冬
。
「
常
夜
鍋
」
と
は
、
毎
晩
食
し
て
も
飽
き
な
い
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、
豚
肉
と
ほ

う
れ
ん
草
な
ど
葉
物
野
菜
を
さ
っ
と
煮
て
ポ
ン
酢
な
ど
で
食
べ
る
鍋
料
理
で
あ
る
。

　
掲
句
の
「
同
じ
話
の
繰
り
返
し
」
は
、
そ
れ
で
も
飽
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
常
夜
鍋
」
の
意
味
で
説
明

し
た
が
、
毎
晩
食
べ
て
も
飽
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
同
じ
話
な
の
だ
が
、
前
の
日
と
ど
こ
と
な
く
、
何
か
が
違

う
。
す
こ
し
前
に
進
ん
だ
話
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
常
夜
鍋
も
食
べ
飽
き
た
り
は
し
な
い
と
い
う
の
だ
。
楽
し
い

「
取
り
合
わ
せ
」
の
句
で
あ
る
。

　

閂
を

せ
し

無
住

寺
の

寒
椿

三
重
県
四
日
市
市

後
藤

　
允

孝

　
「閂
を
せ
し
」
「
無
住
寺
の
寒
椿
」の
二
句
一
章
句
で
あ
る
。
閂
が
し
て
る
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
誰
も
出
入
り
を
し
て
な
い

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
も
「
無
住
寺
」
で
あ
る
。
無
住
寺
と
は
、
住
職
の
い
な
い
、
誰
も
い
な
い
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
す

ま
す
、
人
は
、
近
く
に
は
い
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「寒
椿
」
が
咲
い
て
い
た
。

　
俳
句
は
、
何
を
作
者
が
感
じ
と
っ
た
の
か
。
読
者
に
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
。
読
み
手
は
、
「
十
人
十
色
」
。
俳
句
だ
け
が

勝
手
に
主
張
す
る
。
そ
ん
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
。

　
私
は
、
こ
の
俳
句
に
「
自
然
の
生
命
力
」
を
感
じ
た
。
「
寒
椿
」
の
、
「
寒
」と
い
う
時
期
が
来
れ
ば
こ
の
椿
は
咲
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
人
の
い
な
い
無
住
寺
な
の
で
、
句
の
中
に
「
寒
さ
」が
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
季
語
の
生
き
た
俳
句
で
あ
る
。
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正
暢
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の
日
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友
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史
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鐘
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