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俳
句

（寿
詞
）

時
保

久
本
山
熊
野
森
は
、
開
発
に
よ

っ
て
大

き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

一

方
で
、
二
つ
の
古
墳
な
ど
が
見

つ
か
り
、

遺
跡
発
掘
の
本
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

信
仰
の
山
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
ど
ん
な

信
仰
だ

っ
た
の
で
し
よ
う
か
。
文
字
資
料

こ
と

は
ぎ

と
し
て
唯

一
現
存
す
る
熊
野
社
寿
詞
を
手

が
か
り
に
、
平
井
氏
に
寄
稿
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
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江戸見桜通信

熊
野
社
と
は

江
戸
期

の
地
誌

『
武
蔵
国
風
土
記
稿
』

に
は
、
多
摩
川
、
鶴
見
川
流
域
に
約
百
十

余
社
、
橘
樹
郡
で
約
三
十
社
、
川
崎
市
内

十
七
社
の
熊
野
社
が
挙
げ
ら
れ
、
末
長
の

熊
野
社

「
阿
弥
陀
堂
」
も
こ
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
。

古
代
紀
伊
半
島
に
鎮
座
す
る
山
岳
信
仰

の
熊
野
本
宮
、
滝
信
仰
の
那
智
、
海
洋
信

仰
の
新
宮
の
三
社
が
神
仏
混
合
し
な
が
ら

一
つ
に
お
さ
ま
り
、
熊

野
三
山
と

か
、

み
く
ま
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
や

三
熊
野
ま
た
は
三
所
権
現
、
熊
野
権
現
と

呼
ば
れ
、
中
世
庶
民
の
熱
烈
な
信
仰
を
あ

つ
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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曼
陀
羅
の
世
界
を
映
し
た

末
長
熊
野
森

初
期
の
熊
野
参
り

初
期
の
熊
野
参
り
は
、
ま
ず
伊
勢

宮
繁
参
拝
し
、
熊
野
精
進
屋
で
の

い
か
ら
始
ま
る
。
途
中
各
所

の
王
子
に
お
い
て
楔
ぎ
祓
い
の
行
を

め
な
が
ら
、
海
や
山
の
難
所
越
え

の
辛
音
を
砥
め
、
遠
路
遥

々
三
熊
野

に
至
る

「
大
辺
路
」

（伊
勢
路
）

ル

ー
ト
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
、
院
政
期
、
自
河
上
皇
の

野
御
幸
か
ら
始
ま
る
歴
代
上
皇
や

貴
族
の
辿
っ
た
、
田
辺
か
ら
入
山
す

る

「
中
辺
路
」
（紀
伊
路
）
が
大
辺

に
替
わ
り
主
流
と
な

っ
た
。

こ
の
頃
か
ら
三
山
の
宗
教
的
組
織

整
っ
た
。

的
参
詣
の
途
中
、
所
々
に
若
王
子
を
勧
請
し

祀

っ
て
あ
る
土
地
。

村
に
熊
野
社
が
建
て
ら
れ
る
ま
で

中
世
に
入
る
と
御
師

（熊
野
在
地
）

と
先
達

（各
地
か
ら
の
案
内
）
や
庶

嘱
怖
蹴

に
た
ず
さ
わ

つ
た
熊
野

比
丘
尼
、
聖
、
山
伏
達
に
よ
つ
て
全

国
に
広
が
っ
た
。
こ
れ
を
支
え
た
の

近
世
に
な
る
と
、
社
寺
詣

で
に
遊

山
的
な
要
素
が
加
味
さ
れ
る
よ
う

に

な
る
。

東
国
で
は
楽
な
伊
勢
参
り
が
流
行

り
、
遠
く
難
所
が
多
く
て
辛
い
熊
野

詣
で
は
敬
遠
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
在
地
豪
族
や
定
住
し
た
先

達
ら
に
よ

つ
て
、
村
に
熊
野
社
が
勧

請
創
建
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

末
長
熊
野
森

末
長
の
場
合
は
、
十
二
世
紀
～
十

八
世
紀
頃
に
勧
請
さ
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
。
十
三
山

（冥
府
）
か
ら
熊
野

森

（浄
土
）

へ
か
け
て
は
、　
一
つ
の

霊
地
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
神
奈
川

県
下
で
大
山
を
別
に
す
る
と
末
長
熊

野
森
が
唯

一
、
熊
野
信
仰
の
全
て
が

現
さ
れ
て
い
る

『熊
野
那
智
曼
陀
羅
」

の
構
図
通
り
再
現
さ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

熊
野
那
智
曼
陀
羅
と
の
比
較

熊
野
本
宮

（阿
弥
陀
仏
）
は
熊
野

森
の
阿
弥
陀
堂
に
あ
た
る
、
新
富

は
熊
野
森
に
ヤ
ク
シ
、
カ
ン
ノ
ン
ジ

と
い
う
地
名
が
あ
る
。

※
そ
れ
ぞ
れ
諸
堂
の
跡
は
諸
説
が
あ
り
、
確

定
で
き
な
い
。

曼
陀
羅
に
は
、
阿
弥
陀
、
薬
師
、

観
音
各
浄
土
を
現
す
桜
が
描
か
れ
て

お
り
、
熊
野
森
に
は
江
戸
見
を
は
じ

め
桜
が
点
在
し
て
い
る
。

渡
海
上
人
が
補
阿
洛
浄
土
へ
船
出

す
る
地
に
松
の
木
が
あ
り
、
熊
野
森

へ
の
参
道
で
あ
る
堂
坂
下
辺
り
に
マ

ツ
ギ

（松
の
本
谷
）
の
地
名
が
あ
る
。

熊
野
川
に
あ
た
る
の
は
、
四
っ
池

（池
の
谷
）
か
ら
落
ち
る
用
水
路
で

あ
ろ
つヽ
。

十
三
山
に
は
、
間
魔
の
庁
を
現
す

十
三
の
石
像
と
亡
者
を
導
く
地
蔵
が

あ
る
十
三
堂
が
あ
っ
た
。

そ
の
山
の
麓
に
は
、
「
ゴ
ミ
ョ
ー

マ
エ
」

の
地
名
と
屋
号
が
あ
り
、

「後
明
前
」
と
標
記
し
て
い
る
。
十

王
山
の
西
に
熊
野
森
の
三
浄
土
が
続

堂
坂
を
下
っ
た
辺
り
の
用
水
に
架

か
る
橋
、
「
オ
ク
ラ
バ
シ
」
は
楔
ぎ

祓
い
を
行
っ
た
所
で
あ
る
。

「
オ
ー
セ
ッ
パ
ラ
」
に
は
、
伊
勢

大
神
官
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

ざ
媚
磁
機
構

だ
轟
ぎ

壽す

慧
奈
賀
久
景
三

ま

　

の
　

う
ヽ
や
ま
ざ
く
ら
と

き

え́
　
な
　
が
　
く

か
げ

み
つ

慧
奈
賀
久
景
三

輿
簾
炒
む
ぼ
榎
曝
僻

村
の
要
所
に
は
、
石
仏
や
小
祠
、

塚
な
ど
が
あ
る
。
「
カ
ミ
オ
ク
リ
ツ

力
」
の
付
近
に

「
三
っ
塚
」
が
あ

別
名

「法
界
塚
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

２
一

。

そ
の
南
に
あ
る
西
福
寺
古
墳
、
こ

こ
に
は
高
僧
の
生
身
入
定
の
言
い
一

え
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
熊
野

と
は
関
係
な
い
が
、
三
熊
野
参
り
の

大
辺
路
や
中
辺
路
、
ま
た
捨
身
行

渡
海
上
人
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
熊
野
森
を
囲
む

観
は
、
村
の
人
々
に
熊
野
信
仰
を

く
印
象
づ
け
た
で
あ
ろ
う
。

時
保
の
熊
野
社
寿
詞
碑
文
の

「

三
具
摩
埜
也
」
は
、
ヨ
一熊
野
の
景
」

と
も
読
み
と
れ
る
。
梅
原
時
保
は

一

人
０

一
年
没
。
堂
坂
に
あ
っ
た
碑
は

杉
山
神
社
に
移
さ
れ
て
い
る
。

解
読
は
渡
辺
美
彦
先
生
に
よ
る
。

熊蜃
実:

績i



久本山熊野森俳句特集

ご協力本当に有り難うございました。それぞれの江戸見桜と熊野森が表現され、

楽しい発表となりました。

開発により竹林も消えてしまうのでしようか。京都の風情を残すこの地を、多く

の方に訪れてほしいものです。

時
保

寺
慧
奈
賀
久
景
ニ

具
摩
埜
也
山
櫻

美

保

緑
陰
を
な
し
た

る
江
戸
見
桜
か
な

お

う

か

ん

桜
幹

の
竹
退
け
し
涼
し
さ
よ

木
下
闇
て
ふ
に
は
足
ら
ぬ
桜
か
な

元
子

烏
八
咲
く
街
角

の
坂
が
か
り

街
騒
を
断
ち
て
踏
み
ゆ
く
竹
落
葉

わ

く

ら
ば

病
葉
や

い
ま

に
伝
え
し

一
古
木

人
知
れ
ず
育
ち
直
な
る
今
年
竹

若
竹

の
脱
ぎ
恙
れ
を
る
皮
少
し

卜
人

革

い
き
れ
埋
も
れ
し
み
ち
を
手
れ
も
と
む

熱
き
日
や
江
戸
見
桜
は
葉
を
春
き
ね

水
論
も
様
変
わ
り
し
た
ミ
レ

ニ
ア
ム

丁

ｏ

ｋ

ｕ

ｌ

ｉ

ｒ

ｏ

過
ぎ
た

日
を
見
せ
ず
か
げ
ろ
う
紗
を
ま
と

い

悦
子

白

い
粉
を
ふ

い
て
青
竹
天
を
さ
す

桜
樹

に
は
季
節

の
か
な
し
み
革

い
き
れ

巨
木

に
も
し
な
だ
れ
か
か
る
葛

の
花

横
枝

に
子
供

の
遊
ぶ
椎
樹
あ
り

人
里
は
守
る
緑
に
護
ら
れ
て

良
子

炎

天
も
憂

い
も
消
え
る
小
学
宙

人
知
れ
ず
椎

の
花
は
咲
き
上
る

あ
る
が
ま
ま
夏
日
を
生
き
る
森

の
主

喜
美
代

草

い
き
れ
抜
け
て
仰
げ
ば
桜
立

つ

か
ぶ
と
虫
神
代

の
樹
を
登
り
ゆ
く

ひ
た

ひ
た
と
森
を
飲
み
盗
む
夏

の
く
ず



下草刈りをトラストの会の方々と一緒に行いました !
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真
夏

の
下
草
刈
り
体
験
記

伊
中
悦
子

八
月
二
十
日
は
朝
九
時
か
ら
、

二
十
余
人
が
手
に
手
に
鎌
や
は
さ

み
を
持
っ
て
草
を
刈
り
始
め
る
と
、

青
臭
さ
、
草
い
き
れ
が
あ
た
り
に

漂
い
ま
す
。
篠
竹
、
葛
の
つ
た
、

山
ご
ぼ
う
、
背
の
丈
ほ
ど
も
あ
る

草
む
ら
。
竹
薮
の
中
に
山
ほ
ど
刈

り
草
を
積
み
上
げ
て
、
さ
っ
ぱ
り

と
桜
の
根
方
が
見
え
た
と
き
に
は
、

皆
の
額
か
ら
汗
が
滴
り
、
軍
手
は

真
っ
黒
。　
一
時
間
ほ
ど
の
作
業
で

達
成
感
は
十
分
あ
り
ま
し
た
。

次
は
、
九
月
二
十
四
日
。
十
人

ほ
ど
の
参
加
で
し
た
。　
一
ヶ
り

この

間
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
夏
草
の
跛
雇

も
な
く
、
桜
の
下
は
伸
び
た
篠
竹

を
刈
る
だ
け
で
済
ま
せ
、
タ
ー
ザ

ン
の
本
の
周
囲
を
整
理
し
ま
し
た
。

ぜ
ひ
行

っ
て
見
て
ほ
し

い
と
思

う
ほ
ど
、
す

っ
き
り
し
ま
し
た
。

鉄
柱
や
モ
ー
タ
ー
な
ど
の
粗
大
ご

み
も
片
づ
け
ま
し
た
。
重
く
垂
れ

た
枝
先
も
剪
定
し
、
軽
く
な

っ
て

向

」ヽ
う
に
見
え
る
空
を
支
え
ま
す
。

こ
の
本
は
何
の
木
？
　
と
聞
か

れ
る
た
び
に
悩
み
ま
し
た
が
、
参

加
者
の
詳
し
い
人
が

「
ス
ダ
ジ
イ
」

と
教
え
て
く
れ
ま
ｔ
た
。
ち
な
み

に
、
こ
の
タ
ー
ザ
ン
の
本
は
二
代

目
で
、　
一
代
目
は
ヒ
イ
ラ
ギ
だ
っ

た
と
の
こ
と
。
こ
の
森
の
こ
の
地

に
お
け
る
歴
史
の
古
さ
、
人
々
の

親
し
み
の
深
さ
に
、
里
山
の
意
味

を
改
め
て
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
見
桜
も
、
タ
ー
ザ
ン
の
木

も
、
親
し
ま
れ
て
こ
そ
姿
が
美
し

く
な
り
ま
す
。
熊
野
森
の
奥
の
シ

ラ
カ
シ
林
も
手
を
入
れ
て
、
そ
こ

に
生
う
と

い
う

「
キ
ン
ラ
ン
」

「
ギ
ン
ラ
ン
」
を
愛
で
た
い
も
の
。

開
発
が
進
み
、
斜
面
が
露
出
し

て
、
竹
林
の
中
に
遺
跡
試
掘
の
溝

が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。
寂
し
が
る

前
に
、
ど
う
か
こ
の

一
部
で
も
残

せ
る
手
段
は
な
い
も
の
か
、
考
え

行
動
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま

す
。
（川
崎

・
多
摩
丘
陵
の
里
山

を
守
る
会
代
表
）

※
熊
野
森
は
オ
ク
マ
ン
サ
マ
で
、

オ
ク

マ
ン
サ
ン
と

い
う
呼
び
名

は
、
関
西
訛
り
と
い
う
指
摘
が
あ

り
ま
し
た
。
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彎象

(日 )久本山熊野森歴史散歩

9時 50分久本神社集合～12時

一

ィ
・

案内図

許
可
な
く
木
や
草
花
を
折
ら
な
い
、
ゴ
ミ
や

タ
バ
コ
を
捨
て
な
い
、
畑
に
立
ち
入
ら
な
い
な

ど
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
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