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草
い
ろ

　お
の

　花
の
手
柄
か
な

草
い
ろ

　お
の

　花
の
手
柄
か
な

感
性
と
美
意
識
を
育
む

　

国
内
外
に
多
く
の
愛
好
者
を
持
つ
俳

句
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
誰
で

も
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
裾
野
の
広
い

文
学
形
式
で
す
。

　

俳
句
を
詠
む
と
い
う
行
為
は
、
特
別

な
道
具
や
専
門
の
知
識
を
必
要
と
し
ま

せ
ん
。
自
然
と
共
生
し
、
身
近
な
も
の

に
心
を
動
か
す
こ
と
で
生
ま
れ
る
、
ま

さ
に
日
本
人
の
感
性
と
美
意
識
を
体
現

す
る
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

季
節
の
移
ろ
い
に
心
を
寄
せ
て
自
然

を
身
近
に
感
じ
取
り
、
心
の
動
き
を
感

じ
な
が
ら
俳
句
を
詠
む
と
い
う
習
慣

は
、
現
代
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
の
生

活
に
ゆ
と
り
と
人
間
ら
し
さ
を
呼
び
起

こ
す
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ユ
ネ
ス
コ
登
録
を
め
ざ
し
て

　

松
尾
芭
蕉
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
伊
賀

市
で
は
、
俳
句
を
「
次
世
代
に
継
承
し

人
類
が
保
全
す
べ
き
文
化
的
価
値
を
持

つ
も
の
」
と
考
え
、
そ
の
必
要
性
を
国

内
外
に
発
信
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登

録
を
め
ざ
し
、
取
り
組
み
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

　
今
回
は
、「
俳
句
」
に
つ
い
て
、
そ
の

魅
力
や
始
め
方
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

▲
（
写
真
）
市
内
各
所
で
句
会
が
開
か
れ
て

　
い
ま
す
。

はじめてみませんか？
“俳句”のある生活

～市は、「俳句」のユネスコ無形文化遺産への登録をめざします～ 
【問い合わせ】　文化交流課　☎22-9621　℻  22-9694
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ま
ゆ
は
き
を
俤
に
し
て
紅
粉
の
花

世
界
一
短
い
詩

　
「
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
、俳
句
は
５・

７・５
の
17
音
律
で
完
成
す
る
世
界
一
短
い

詩
で
す
。」
と
話
す
の
は
、
俳
句
雑
誌
「
山や

ま

繭ま
ゆ

」
を
主
宰
す
る
俳
人
の
宮
田
正
和
さ
ん
。

　
「
17
音
の
中
に
、
息
を
つ
ぎ
間
合
い
を
と

る
『
切
れ
』
が
存
在
し
、『
切
れ
』
は
余
韻

を
作
り
出
し
ま
す
。
言
葉
と
言
葉
の
間
の

何
も
な
い
空
間
を
味
わ
い
、
空
間
が
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
も
の
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る
詩
の
形
と
い
え
ま
す
。」

　
「
切
れ
」
と
は
、「
や
」「
か
な
」「
け
り
」

が
代
表
的
な
「
切
れ
字
」
で
す
が
、
そ
の

他
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
・
音お

ん

で
切
れ
、
間

合
い
が
生
ま
れ
る
俳
句
の
手
法
で
す
。
句

の
中
に
切
れ
が
あ
る
こ
と
で
、
読
み
手
に

想
像
の
余
地
を
与
え
、
句
の
中
に
引
き
込

み
ま
す
。
切
れ
が
俳
句
の
広
が
り
を
生
み

出
し
て
い
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

日
本
語
の
特
徴
が

生
き
る

　

日
本
語
は
漢
字
や
ひ

ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
な

ど
の
複
数
の
文
字
で
構

成
さ
れ
る
、
世
界
で
も

珍
し
い
言
語
で
す
。
宮

田
さ
ん
は
、
日
本
語

特
有
の
文
字
の
構
成
に

よ
っ
て
俳
句
は
成
立
す
る
の
で
は
と
感
じ

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
最
近
、
外
国
語
で
俳
句
を
詠
む

国
際
俳
句
な
ど
が
教
育
に
も
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、「
外
国
で
も
、

俳
句
の
表
現
の
幅
広
さ
が
理
解
さ
れ
、
認

め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。」
と
話
さ
れ
ま
す
。

変
化
し
続
け
る
俳
句
文
学
と
解
釈

　

芭
蕉
さ
ん
が
伊
賀
で
生
ま
れ
た
こ
と
は

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。

　

芭
蕉
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
に
庶
民
の
遊

び
と
し
て
流
行
し
た
俳
諧
（
連
歌
）
の
芸

術
性
を
高
め
、連
歌
の
中
の
最
初
の
句
（
発

句
）
を
俳
句
と
し
て
独
立
さ
せ
ま
し
た
。

戦
後
に
は
、
社
会
性
俳
句
（
社
会
性
の
あ

る
テ
ー
マ
や
素
材
を
詠
っ
た
俳
句
）
が
流

行
し
ま
し
た
が
、
社
会
の
情
勢
と
と
も
に

そ
の
風
潮
も
落
ち
着
き
を
み
せ
、
時
代
と

と
も
に
詠
ま
れ
る
俳
句
も
変
化
し
て
い
き

ま
し
た
。

　

俳
句
を
始
め
た
頃
は
、
社
会
性
俳
句
を

詠
む
結
社
（
句
会
を
開
催
す
る
団
体
）
に

所
属
し
て
い
た
宮
田
さ
ん
で
す
が
、
そ
の

結
社
が
解
散
し
た
後
、
自
ら
結
社
を
立
ち

上
げ
、
活
動
を
続
け
て
き
た
そ
う
で
す
。

　
「
私
は
、
こ
れ
ま
で
50
年
近
く
俳
句
に
携

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
俳
句
に
は
、
長
く
続

け
る
こ
と
で
次
第
に
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。」

一
生
勉
強
の
奥
が
深
い
文
学

　

宮
田
さ
ん
は
、
ひ
と
つ
の
句
に
対
す
る

思
い
の
変
化
を
松
尾
芭
蕉
の
句
「
古
池
や

蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
を
例
に
あ
げ
て
次

の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。

　
「
こ
の
句
の
見
解
に
、『
静
寂
』
を
詠
ん

だ
俳
句
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
目
に

見
え
る
古
池
と
蛙
の
い
る
風
景
に
加
え
て

水
の
音
を
言
う
こ
と
で
、
蛙
が
古
池
に
飛

び
込
む
前
後
に
存
在
す
る
静
け
さ
を
伝
え

て
い
る
と
い
う
解
釈
で
す
。こ
の
句
を
知
っ

た
頃
は
、
た
だ
水
の
音
を
表
現
し
た
だ
け

の
句
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
な
る

ほ
ど
、
こ
の
解
釈
が
当
た
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。」

　

ま
た
、
宮
田
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ
の
句

は
最
初
、『
山
吹
や
』
で
は
じ
ま
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　
「
山
吹
は
鮮
や
か
な
黄
色
の
花
で
す
。
そ

れ
で
は
に
ぎ
や
か
す
ぎ
て
普
通
の
俳
句
に

な
っ
て
し
ま
う
と
芭
蕉
さ
ん
は
思
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
最
終
的
に
は『
古

池
や
』
と
し
、
池
を
包
む
静
寂
そ
の
も
の

だ
け
を
言
う
句
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
言
葉
と
言
葉
の
間
の
何
も
な
い

も
の
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
良
い

俳
句
は
そ
う
い
う
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る

と
最
近
に
な
っ
て
感
じ
ま
す
。」

　

俳
句
は
、
わ
ず
か
17
音
で
完
成
す
る
詩

で
す
が
、
鑑
賞
す
る
幅
が
広
く
、
理
解
し

た
と
思
っ
て
も
次
々
に
表
情
を
変
え
て
い

き
ま
す
。
俳
句
は
、
一
生
勉
強
の
奥
の
深

い
文
学
だ
と
宮
田
さ
ん
は
話
し
ま
し
た
。

▲俳句雑誌「山繭」を主宰する宮田正和さん。
　毎年芭蕉祭で披講される芭蕉献詠俳句の
　選者でもある。

わ
ず
か
17
音
と
「
切
れ
」
の
余
韻
が

織
り
成
す
俳
句
の
世
界
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山
里
は
万
歳
お
そ
し
梅
の
花

句
会
で
楽
し
み
な
が
ら
腕
を
磨
く

　

宮
田
さ
ん
に
、
こ
れ
か
ら
俳
句
を
は
じ

め
た
い
と
考
え
て
い
る
人
は
何
を
す
れ
ば

よ
い
で
す
か
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
ぜ
ひ

句
会
に
参
加
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

　
句
会
と
は
、
指
導
者
を
含
め
た
何
人
か
の

グ
ル
ー
プ
で
お
互
い
の
句
を
鑑
賞
し
合
う
会

の
こ
と
で
す
。

　
句
を
作
り
、
そ
の
句
を
評
し
て
も
ら
う
こ

と
に
加
え
、
人
の
句
を
選
ぶ
こ
と
も
鍛
錬

に
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。

《
句
会
の
流
れ
》

①
参
加
者
が
句
を
提

　
出
す
る

※
そ
の
場
で
作
る
こ

　
と
も
あ
り
ま
す
が
、

　
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

　
事
前
に
作
っ
て
持

　
ち
寄
り
ま
す
。

②
す
べ
て
の
句
の
中
か
ら
、
名
前
を
伏
せ

　

た
状
態
で
、
指
導
者
と
参
加
者
が
気
に

　
入
っ
た
句
を
選
ぶ

③
選
ば
れ
た
句
に
つ
い
て
、
指
導
者
が
講

　
評
を
す
る

　

宮
田
さ
ん
は
「
私
も
最
初
は
一
人
で
俳

句
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
一
人

よ
が
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
第
三
者

の
目
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
良
い

指
導
者
、
自
分
に
合
う
と
思
え
る
指
導
者

を
得
て
句
会
に
参
加
し
、
人
の
俳
句
を
読

ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
進
歩
に
つ
な
が
り

ま
す
。」
と
話
し
ま
す
。　

選
ぶ
力
と
作
る
力
は
車
の
両
輪
と
同
じ

　

句
会
に
参
加
し
て
句
を
選
ぶ
行
為
の
大

切
さ
に
つ
い
て
、
宮
田
さ
ん
は
、「
句
を
選

ぶ
力
と
作
る
力
は
車
の
両
輪
と
言
わ
れ
て

い
て
、
片
方
だ
け
上
達
す
る
と
い
う
こ
と

は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
句
が
わ
か
ら

市
内
で
句
会
を
行
う
結
社
を

紹
介
し
ま
す

　

句
会
が
初
め
て
で
も
大
丈
夫
で

す
。
ま
ず
は
、
は
が
き
に
句
会
に
参

加
し
た
い
旨
と
、
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
明
記
の
上
、
次
の
代
表
者

宛
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
句
会

の
幹
事
さ
ん
か
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い

ま
す
。

◆
山
繭
（
主
宰
：
宮
田　
正
和
さ
ん
）

　
〒
５
１
８・
１
４
０
４

　
伊
賀
市
中
柘
植
１
８
４
番
地
の
２

※
市
内
各
所
の
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー・

　
公
民
館
な
ど
で
開
催

◆
芭
蕉
伊
賀

　
（
主
宰
：
藤
井　
充あ

つ
子こ

さ
ん
）

　
〒
５
１
８・
０
８
７
３

　
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
39
番
地
の
53

※
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀
で
毎
月
１
回
、
定

　

例
の
句
会
を
開
催
す
る
ほ
か
、
地

　
区
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
も
開
催

◆
年
輪
（
代
表
：
坂
口　
緑り

ょ
く
志し

さ
ん
、

伊
賀
支
部
代
表
：
西
田　
誠
さ
ん
）

　
〒
５
１
８・
０
０
２
２

　
伊
賀
市
三
田
９
１
１
番
地
の
３

※
上
野
西
部
公
民
館
や
島
ヶ
原
公
民

　
館
な
ど
、
市
内
各
所
で
開
催

◆
蟻あ

り
乃の

塔と
う
（
主
宰
：
塩
田　
薮や

ぶ
柑こ

う
じ子
さ

ん
、
伊
賀
支
部
長
：
川
波　
楊よ

う
花か

さ
ん
）

　
〒
５
１
８・
１
３
２
２

　
伊
賀
市
玉
滝
２
８
２
７
番
地
の
２

※
栄
楽
館
や
阿
山
公
民
館
な
ど
、
市

　
内
各
所
で
開
催

良
き
指
導
者
や
仲
間
と
の
出
会
い
が

継
続
や
上
達
に
つ
な
が
る

　

昨
年
初
め
て
俳
句
入
門
教
室
に
参

加
し
、
今
年
で
２
年
目
の
参
加
で
す
。

　

芭
蕉
の
故
郷
で
あ
る
伊
賀
で
生
ま

れ
育
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
以

前
か
ら
俳
句
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
は
テ
レ
ビ
番
組
で
も
俳

句
が
取
り
上
げ
ら
れ
ブ
ー
ム
に
な
っ

て
い
て
素
人
で
も
気
軽
に
始
め
ら
れ

そ
う
だ
と
感
じ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
俳
句
作
り
を
始
め
ま
し
た
。

　
俳
句
は
感
性
を
養
う
に
は
最
適
で
す

し
頭
の
体
操
に
も
な
る
の
で
、
こ
れ
か

ら
も
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 （
服
部　
久
雄
さ
ん  

70
代　
槇
山
）

　
以
前
か
ら
俳
句
に
は

興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
始
め
た
ら

い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

新
聞
で
俳
句
入
門
教
室
の
記
事
を

読
ん
で
、
飛
び
つ
き
ま
し
た
。

　

今
は
俳
句
を
作
る
の
が
と
て
も

楽
し
く
、
作
っ
て
い
る
う
ち
に
ひ
ら

め
き
が
よ
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。妻
も
一
緒
に
作
る
よ
う
に
な
り
、

教
室
に
は
来
ま
せ
ん
が
、
家
で
は
俳

句
を
通
じ
て
共
通
の
話
題
が
増
え
ま

し
た
。

（
猪
岡　
節
夫
さ
ん　
50
代　
岩
倉
）

と
に
加
え
、
人
の
句
を
選
ぶ
こ
と
も
鍛
錬

に
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　
以
前
か
ら
俳
句
に
は

興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
始
め
た
ら

い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

新
聞
で
俳
句
入
門
教
室
の
記
事
を

市
内
で
行
わ
れ
た

　
俳
句
入
門
教
室
の
参
加
者
２
人
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
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年
は
ひ
と
に
と
ら
せ
て
いつ
も
若
夷

な
い
と
自
分
の
句
を
作
る
力
は
養
わ
れ
な

い
で
し
ょ
う
。」
と
選
ぶ
機
会
を
持
つ
こ
と

の
必
要
性
を
語
り
ま
し
た
。　

　

伊
賀
市
内
で
も
句
会
を
行
っ
て
い
る
団

体
が
多
数
あ
り
ま
す
。地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

や
公
民
館
な
ど
で
も
句
会
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
近
く
の
施
設
で
参
加
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
市
内

の
結
社
に
連
絡
す
る
こ
と
で
、
初
心
者
が

参
加
で
き
る
句
会
を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　
「
俳
句
を
始
め
た
い
と
い
う
人
の
来
訪

は
、
ど
こ
の
句
会
で
も
歓
迎
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

文
字
を
整
え
る
過
程
を
大
切
に

　

宮
田
さ
ん
は
、
俳
句
を
楽
し
む
た
め
の

手
法
に
つ
い
て
、「
俳
句
の
雑
誌
に
投
稿
し

た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
俳
句
を
投
稿

す
る
と
い
う
手
段
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は

り
、
句
を
詠
ん
だ
ら
俳
句
帳
（
俳
句
を
綴

る
ノ
ー
ト
）
に
書
き
込
み
、
記
し
た
後
も

修
正
を
重
ね
て
文
字
を
整
え
る
と
い
う
作

業
が
大
切
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。　

　
言
葉
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が

俳
句
を
作
る
力
を
養
う

　

俳
句
作
り
の
コ
ツ
は
何
で
す
か
と
た
ず

ね
る
と
、
宮
田
さ
ん
は
、
俳
句
に
限
ら
ず
さ

ま
ざ
ま
な
本
を
読
む
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。

　
「
い
ろ
ん
な
本
を
読
む
の
が
好
き
な
人
が

基
本
的
に
は
俳
句
で
も
上
達
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
言
葉

に
興
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
俳
句

は
、
言
葉
の
芸
で
す
か
ら
。」

　

日
本
語
に
は
、
意
味
が
同
じ
で
も
漢
字

や
読
み
方
の
違
う
言
葉
が
多
数
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
に
興
味
を
持
ち
、
知
る
こ
と
で
、

俳
句
を
作
る
と
き
に
言
葉
を
使
い
こ
な
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
日
本
語
は
お
も
し
ろ
い
言
語
で
す
。『
切

れ
』
と
い
う
特
徴
を
持
つ
俳
句
を
日
本
人

は
も
ち
ろ
ん
、
外
国
の
人
た
ち
に
も
理
解

し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
な
と
思
い
ま
す
。」

　

宮
田
さ
ん
は
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺

産
へ
の
登
録
に
向
け
た
俳
句
に
対
す
る
機

運
の
高
ま
り
に
期
待
を
込
め
て
い
る
様
子

で
し
た
。

　

市
で
は
、
芭
蕉
さ
ん
の
生
誕
地
の
責
務

と
し
て
、
今
後
も
俳
句
の
啓
発
活
動
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

伊
賀
市
は
、
俳
句

に
関
連
す
る
団
体
や

自
治
体
と
力
を
合
わ

せ
、
俳
句
を
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登

録
し
、
俳
句
の
持
つ
素

晴
ら
し
さ
を
国
内
外

に
発
信
し
て
い
こ
う

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
７

月
22
日
、
上
野
公
園

内
の
俳
聖
殿
前
に
あ

る
偲し

翁お
う

舎し
ゃ

で
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

登
録
を
め
ざ
す
発
起
人
会
を
開
催
し
、
登

録
推
進
の
た
め
の
今
後
の
取
り
組
み
方
な

ど
を
協
議
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
翌
日
の
23
日
に
は
、
ユ
ネ
ス
コ
登

録
を
め
ざ
す
記
念
講
演
会
を
開
催
し
、
有
馬

朗あ
き

人と

さ
ん
が
「
東
洋
と
く
に
日
本
の
詩
と
、

西
洋
の
詩
」
と
題
し
て
、
日
本
で
生
ま
れ
た

俳
句
の
特
長
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

▼発起人会の様子。（中央の机左
　から）現代俳句協会の伊藤政美
　副会長、岡本栄市長、有馬朗人
　さん（公社）俳人協会の鷹

たか
羽
は
狩
しゅ
行
ぎょう

　会長、（公社）日本伝統俳句協会の
　大久保白

はく
村
そん
副会長

▲

今
回
の
呼
び
か
け

　
人
で
あ
る
国
際
俳

　
句
交
流
協
会
長
の

　
有
馬
朗
人
さ
ん
と

　
岡
本
栄
市
長

俳
句
を
詠
む
っ
て
特
別
な
こ
と
ち
ゃ
う
で

見
た
ま
ん
ま
、思
っ
た
ま
ん
ま
を

俳
句
に
し
た
ら
い
い
と
思
う

▲昨年の芭蕉祭献詠俳句「児童・生徒の部」で
　特選となった平井幸

こう
祈
き
さん（柘植小学校５

　年）。特選句「はか石にたましいねむるつゆ
　晴れま」は、柘植小学校で毎年行われる春の
　吟

ぎん

行
こう

 の際、小学校の隣にあるお寺で詠んだそ
　う。学校の授業や行事など、さまざまな場面
　で俳句はいつもそばにあるのだという。
＊吟行…野外や名所などを訪れて句を詠むこと

◆
ユ
ネ
ス
コ
登
録
を
め
ざ
し
て

　
動
き
出
し
ま
し
た

*

は
か
石
に
た
ま
し
い
ね
む
る
つ
ゆ
晴
れ
ま

平
井 
幸
祈
さ
ん


