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恩
師
、
野
坡
の
足
跡
を
遺
さ
ん
と
、

　
　
俳
人
仲
間
に
働
き
か
け
る
な
み
夫
婦

  　
宝
暦
２
年
（
1
7
5
2
）
な

み
の
夫
俳
人
湖
白
浮
風
は
、
恩

師
野
坡
の
13
回
忌
句
集
『
十
三

題
』
の
刊
行
に
協
力
し
ま
す
。

編
集
代
表
は
野
坡
の
高
弟
の
梅

従
で
す
が
、
跋
（
書
物
の
末
尾

に
つ
け
る
後
記
）
は
浮
風
で
、

「
句
は
流
行
語
を
使
っ
て
目
立

と
う
と
し
て
は
い
け
な
い
。
作

者
の
心
根
が
下
品
で
あ
れ
ば
駄

句
に
な
る
。
野
坡
先
生
の
教
え

は
こ
う
だ
」
と
の
内
容
を
書
い

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
大
坂

で
は
浮
風
が
蕉
風
（
芭
蕉
の
俳

諧
）
グ
ル
ー
プ
で
は
、
梅
従
の

次
の
地
位
に
い
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。

　
同
4
年
、
久
留
米
藩
（
福
岡

県
南
西
部
）
で
大
き
な
農
民
一

揆
が
お
こ
り
ま
す
。
こ
の
と
き

農
民
た
ち
を
な
だ
め
、
藩
の
課

税
の
重
さ
を
半
減
さ
せ
た
の
が
、

な
み
の
弟
の
八
郎
治
で
す
。
な

み
が
浮
風
と
駆
落
ち
し
た
不
倫

の
責
任
を
と
っ
て
、
な
み
の
父

庄
屋
永
松
十
五
郎
が
隠
居
し
た

あ
と
、
職
を
継
い
だ
の
が
こ
の

八
郎
治
で
す
。
一
揆
が
大
き
く

な
る
と
藩
は
お
と
り
つ
ぶ
し
に

な
り
ま
す
。
藩
主
は
ほ
う
び
を

与
え
、
農
民
た
ち
も
課
税
が
安

く
な
っ
た
の
で
喜
び
、
彼
は
面

目
を
ほ
ど
こ
し
ま
し
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
な
み
の
夫
だ
っ

た
庄
屋
永
松
万
右
衛
門
は
後
妻

を
も
ら
い
、
待
望
の
後
継
ぎ
の

男
子
が
生
ま
れ
て
大
満
足
、
な

み
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
不
義
密
通

の
お
尋
ね
者
だ
っ
た
浮
風
と
な

み
が
、
太
陽
の
も
と
で
暮
ら
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の

二
つ
が
原
因
で
す
。

　
宝
暦
７
年
（
1
7
5
7
）
、

野
坡
の
17
回
忌
の
句
会
と
追
善

句
集
を
刊
行
し
よ
う
と
、
浮
風

と
な
み
は
計
画
し
ま
す
。
梅
従

は
２
年
前
に
没
し
て
お
り
、
夫

婦
が
中
心
に
な
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
浮
風
は
句
集
に
は
大
坂

だ
け
で
な
く
、
各
地
の
蕉
風
の

俳
人
た
ち
に
出
句
し
て
も
ら
お

う
と
計
画
を
立
て
、
旅
に
出
ま

す
。
な
み
は
届
け
ら
れ
た
句
を

整
理
し
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
つ
て

を
頼
っ
て
手
紙
を
出
し
、
少
し

で
も
多
く
集
め
よ
う
と
が
ん
ば

り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
野
坡
没
し
て
16
年
、

芭
蕉
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
な
ら

63
年
も
経
っ
て
い
ま
す
。

時
代
が
流
れ
て
協
力
し
て
く
れ

る
人
は
、
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
ん
な
夫
婦
を
応
援
し

た
の
が
額
田
文
下
で
す
。
文
下

は
浮
風
と
な
み
が
出
奔
し
、
追

手
の
目
を
く
ら
ま
し
て
京
へ
逃

げ
て
き
た
と
き
、
か
く
ま
っ
て

く
れ
た
書
店
経
営
者
額
田
正
三

郎
（
俳
人
・
風
之
）
の
息
子
で

す
。
父
の
死
亡
後
、
書
店
を
継

い
で
い
ま
し
た
が
、
浮
風
の
門

人
に
な
り
、
京
に
九
十
九
庵
と

い
う
小
さ
な
庵
室
を
与
え
、
編

集
業
務
を
応
援
し
て
く
れ
ま
す
。

　
大
変
な
苦
労
を
重
ね
て
出
版

し
た
17
回
忌
追
善
句
集
『
窓
の

春
』
は
、
全
国
の
俳
人
た
ち
に

贈
ら
れ
、
誰
も
が
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。
京
坂
ど
こ
ろ
か
中
国

か
ら
四
国
、
九
州
ま
で
の
野
坡

と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
人
た
ち

の
句
が
網
羅
さ
れ
て
い
た
の
で

す
。
な
お
、
な
み
は
こ
の
と
き

か
ら
雎
鳩
と
い
う
俳
号
を
用
い

て
い
ま
す
。
雎
鳩
と
は
海
浜
に

い
る
小
鳥
の
ミ
サ
ゴ
の
こ
と
で

す
が
、
中
国
の
伝
説
に
よ
れ
ば

鷹
の
妻
に
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
な
み
は
夫
の
浮
風
を

鷹
だ
と
尊
敬
し
て
い
る
の
で
す
。

の
ち
に
、
こ
の
漢
字
は
読
み
に

く
い
の
で
、
諸
九
と
当
て
字
に

し
て
い
ま
す
が
、
彼
女
の
夫
を

思
う
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。

　
と
き
に
、
浮
風
は
54
歳
、
芭

蕉
の
享
年
よ
り
4
つ
も
年
上
で

す
が
、
『
窓
の
春
』
が
き
っ
か

け
に
な
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
の
俳

人
か
ら
招
待
さ
れ
ま
す
。
九
十

九
庵
の
留
守
番
は
も
ち
ろ
ん
な

み
で
す
が
、
「
あ
る
じ
の
留
守

を
ま
も
り
て
　
待
つ
日
数
う
れ

し
や
暮
れ
て
ほ
と
と
ぎ
す
　
雎

鳩
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。

あ
ま
り
体
の
丈
夫
で
な
い
夫
を

気
づ
か
う
、
と
て
も
優
し
い
句

で
す
。

　
加
賀
の
千
代
女
を
ご
存
知
で

す
ね
。
「
朝
顔
に
つ
る
べ
と
ら

れ
て
も
ら
い
水
」
で
知
ら
れ
る

女
流
俳
人
で
す
が
、
あ
の
千
代

女
が
な
み
の
人
柄
を
愛
し
、
心

を
こ
め
た
文
通
を
か
わ
し
て
い

ま
す
。
金
沢
の
珈
涼
（
千
代
女

と
並
ぶ
女
流
俳
人
）
と
も
そ
う

で
す
。

　
宝
暦
８
年
（
1
7
5
8
）
旅

か
ら
か
え
っ
て
き
た
浮
風
は
、

な
み
に
こ
う
相
談
し
ま
す
。

「
も
う
私
の
寿
命
も
尽
き
る
だ

ろ
う
か
ら
、
最
後
の
仕
事
を
し

た
い
。
野
坡
先
生
の
20
回
忌
に
、

先
生
の
顕
彰
碑
を
大
坂
に
建
て

な
い
か
。
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
今

や
先
生
の
業
績
ど
こ
ろ
か
名
前

も
知
ら
な
い
者
が
多
い
。
こ
れ

で
は
残
念
だ
。
寂
し
す
ぎ
る
」

　
野
坡
の
墓
は
、
娘
の
ま
さ
が

宝
国
寺
（
天
王
寺
区
餌
差
町
）

に
建
て
て
い
ま
す
が
、
顕
彰
碑

は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な

み
は
大
き
く
う
な
づ
き
ま
し
た
。

「
我
に
神
仏
な
し
。
あ
る
は
師

（
野
坡
）
と
妻
の
み
」

こ
の
と
き
浮
風
は
こ
う
書
い
て

い
ま
す
。
さ
ぁ
、
難
事
業
が
始

ま
り
ま
し
た
。

落
し
水
に

　 

誘
は
れ
て
散
る

　    

　
柳
か
な

                    

永
松
な
み

 

稲
田
も
よ
く
稔
り
、
水
も

要
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
、
落

し
水
を
す
る
季
節
に
な
っ
た

が
、
そ
れ
に
誘
わ
れ
る
よ
う

に
岸
辺
の
柳
も
散
り
は
じ
め

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
落
し

水
の
水
音
も
聞
こ
え
て
来
る

よ
う
な
一
句
で
す
。

　
※
「
湖
白
庵
諸
九
尼
全
集
」

（
和
泉
書
院
）
の
阿
部
王
樹

氏
の
鑑
賞
を
引
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

谷
崎
潤
一
郎
文
学
碑

や

い
っ

ば
つ

　
日
本
を
代
表
す
る
作
家
の
ひ

と
り
、
谷
崎
潤
一
郎
。
明
治
か

ら
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
の
日

本
の
風
俗
や
人
の
心
の
移
り
変

わ
り
を
作
品
の
中
で
描
写
し
て

い
ま
す
。
東
京
で
生
ま
れ
、
育

ち
、
三
十
七
歳
の
時
に
関
西
に

居
を
移
し
ま
し
た
。
「
関
西
に

移
り
住
む
以
前
の
作
品
は
自
分

の
作
品
と
し
て
認
め
た
く
な
い

も
の
が
多
い
」
と
い
う
言
葉
が

表
す
よ
う
に
、
関
西
で
の
生
活

が
創
作
活
動
に
与
え
た
影
響
は

大
き
く
、
昭
和
初
期
の
関
西
を

舞
台
に
し
た
作
品
を
数
多
く
世

に
送
り
出
し
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
大
阪
市
内
に
あ
る
谷
崎
潤

一
郎
の
文
学
碑
を
紹
介
し
ま
す
。

「蓼
喰
う
虫
」文
学
碑

　
　
大
阪
市
中
央
区
日
本
橋

　
地
下
鉄
千
日
前
線
日
本
橋
駅

の
７
番
出
口
を
出
た
と
こ
ろ
に

「
蓼
喰
う
虫
」
の
文
学
碑
は
あ

り
ま
す
。
豊
竹
座
、
竹
本
座
の

紋
章
を
掲
げ
た
黒
御
影
石
の
大

き
な
碑
の
下
段
に
、
小
説
の
一

節
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
別
れ

る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も

同
じ
屋
根
の
下
で
の
生
活
を
続

け
る
夫
婦
の
物
語
。
舞
台
背
景

と
し
て
当
時
の
大
阪
の
文
物
や

関
西
に
暮
ら
す
人
々
の
印
象
が
、

東
京
で
育
っ
た
主
人
公
・
斯
波

要
の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
て
い

ま
す
。
特
に
文
楽
に
つ
い
て
は
、

淡
路
の
人
形
浄
瑠
璃
と
と
も
に

本
筋
の
文
章
を
圧
倒
す
る
ほ
ど

の
量
と
緻
密
さ
で
描
か
れ
て
い

ま
す
。
文
楽
が
持
つ
幻
想
的
な

空
気
。
観
て
い
る
う
ち
に
人
形

達
の
動
き
や
表
情
が
人
間
以
上

に
人
間
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
と

い
う
不
思
議
な
感
覚
が
谷
崎
の

文
章
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ

ま
す
。
碑
に
引
用
さ
れ
た
一
節

は
、
興
味
を
持
つ
事
が
な
か
っ

た
文
楽
の
舞
台
に
、
心
な
ら
ず

も
引
き
込
ま
れ
て
い
く
要
の
心

の
う
ち
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

　
「
蓼
食
う
虫
」
の
碑
は
、
昭

和
五
九
年
（
１
９
８
４
年
）
三

月
に
国
立
文
楽
劇
場
が
完
成
し

た
記
念
と
し
て
大
阪
市
が
建
立

し
ま
し
た
。
文
楽
を
観
に
行
く

前
に
足
を
と
め
る
こ
と
で
、
谷

崎
が
伝
え
る
当
時
の
空
気
を
味

わ
う
事
が
で
き
ま
す
。

　「春
琴
抄
」文
学
碑

　
　
　
大
阪
市
中
央
区
道
修
町

「
抄
」
と
は
、
「
ぬ
き
が
き
」

や
「
注
釈
書
」
を
意
味
し
ま
す
。

「
春
琴
抄
」
は
「
蓼
喰
う
虫
」

の
新
聞
連
載
が
始
ま
っ
た
昭
和

三
年
（
１
９
２
８
年
）
か
ら
五

年
後
の
昭
和
八
年
（
１
９
３
３

年
）
に
中
央
公
論
に
発
表
さ
れ

ま
し
た
。

　
道
修
町
の
薬
種
商
鵙
屋
に
生

ま
れ
、
九
歳
の
時
に
盲
目
と
な

り
、
琴
三
絃
の
道
に
進
ん
だ
琴
。

（
春
琴
）
鵙
屋
に
奉
公
人
と
し

て
入
る
も
、
琴
の
世
話
係
と
な

り
、
琴
に
仕
え
よ
う
と
す
る
気

持
ち
が
極
ま
り
三
味
線
を
手
に

取
っ
た
佐
助
。
（
温
井
検
校
）

　
句
点
や
読
点
、
か
ぎ
括
弧
な

ど
の
記
号
を
極
限
ま
で
排
除
し

た
独
特
の
文
体
は
、
世
間
と
は

隔
絶
さ
れ
た
世
界
を
生
き
る
琴

と
佐
助
の
異
様
と
も
と
れ
る
生

活
に
読
む
者
を
引
き
込
ん
で
い

き
ま
す
。
経
済
の
中
心
地
で
世

間
か
ら
離
れ
、
音
曲
の
世
界
で

生
き
る
二
人
。
大
阪
の
事
物
の

描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
生
国

魂
神
社
や
靱
な
ど
、
な
じ
み
の

あ
る
地
名
が
出
て
く
る
の
み
で

す
が
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
当

時
の
大
阪
の
空
気
を
感
じ
る
事

が
で
き
ま
す
。

　
碑
は
、
神
農
さ
ん
で
知
ら
れ

る
少
彦
名
神
社
の
参
道
の
入
り

口
に
建
っ
て
い
ま
す
。
平
成
十

二
年
（
２
０
０
０
年
）
に
、
御

鎮
座
二
二
〇
年
を
記
念
し
て
建

立
さ
れ
ま
し
た
。
地
唄
筝
曲
の

人
間
国
宝
、
菊
原
初
子
師
に
よ

る
「
春
琴
抄
の
碑
」
の
文
字
と

と
も
に
、
谷
崎
潤
一
郎
の
自
筆

原
稿
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

谷
崎
潤
一
郎
　
略
歴

　
明
治
十
九
年
（
１
８
８
６
年
）

東
京
日
本
橋
に
生
ま
れ
る
。
明

治
四
三
年(

１
９
１
０
年
）
東

京
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
文
科

に
在
学
中
、
和
辻
哲
郎
ら
と
と

も
に
第
二
次
「
新
思
潮
」
を
創

刊
し
、
『
誕
生
』
、
『
刺
青
』

『
麒
麟
』
な
ど
を
発
表
す
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
が
永
井
荷
風
ら

に
激
賞
さ
れ
、
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
、

以
降
、
耽
美
主
義
と
言
わ
れ
る

独
自
の
作
風
を
確
立
す
る
。
大

正
十
二
年
（
１
９
２
３
年
）
関

東
大
震
災
を
機
に
京
都
に
移
住
。

昭
和
三
年
（
１
９
２
８
年
）
兵

庫
県
の
岡
本
に
居
を
構
え
る
。

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
『
細

雪
』
『
卍
』
な
ど
関
西
を
舞
台

と
し
た
作
品
を
発
表
。
『
文
章

読
本
』
、
『
陰
翳
禮
讚
』
な
ど

評
論
も
手
が
け
る
。
一
九
六
五

年
没
。

「蓼喰う虫」文学碑　大阪市中央区日本橋

「春琴抄」文学碑　大阪市中央区道修町

こ
　

は
く
ふ
　

ふ
う

き

だ

ぶ
ん
か

ふ
う

し

つ

く

も

も
う
ら

し
ょ
き
ゅ
う

か
り
ょ
う
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※広告の目的、内容によっては掲載をお断りする場合があります。

 □企業・店舗

　　新製品の発表　イメージアップ広告

　　新規オープン告知　スタッフ紹介

 □サークル・個人　　

　　会員募集　イベントの告知　

　　個人のPR　写真や絵画の作品発表　など
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