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インタビュー

教えて！ 知るぽると
介護の相談、
最寄りの地域包括支援センターや
市区町村の窓口に

マンガ「わたしはダマサレナイ!!」
使うつもりのない携帯電話契約
ダマサレルだけではない！
あなたも加害者に！？

暮らしに活かす行動経済学❷
『依存症を行動経済学から見ると』
依田高典
京都大学大学院経済学研究科教授

そこが知りたい くらしの金融知識
公的年金制度をきちんと知り、
自分たちの老後に備えよう

知るぽるとNEWS
「これであなたもひとり立ち」
──電子教材のご紹介

金融教育の現場レポート
リスクとリターンの関係を学ぶ。
現実の経済の動きを題材に
資産運用を疑似体験

金融広報アドバイザーの誌上セミナー
「成人」のスタートラインが変わる！
改正民法『成人年齢引き下げ』による
注意すべき消費者トラブルと、
その対策とは？

『知るぽると』からのお知らせ
2018年度金融教育公開授業

まなびや訪問
長野県上田市立中塩田小学校

おたよりコーナー
漢字矢印パズル

都道府県金融広報委員会一覧
編集後記

表 紙 写 真

富士山と紅葉（撮影：小川秀一）
大石地区は河口湖の北岸に位置し、御坂山地の主峰黒岳
と東端の三つ峠、西の十二ヶ岳に挟まれた平地に集落が
あります。河口湖に沿って走る「湖北ビューライン」は、
富士山を眺めながらドライブを楽しめる名所で、春は桜、
秋は紅葉とともに富士山の雄大な景観を望めるスポット
が点在しています。河口湖からの富士山は特にシルエッ
トが美しいといわれており、多くの観光客やカメラマン
が訪れる人気の場所です。

中
学
校
の
教
師
が

突
然
「
俳
人
に
な
る
」
と
宣
言

　

俳
句
づ
く
り
だ
け
で
な
く
、
講
評
や
執
筆
活

動
、
テ
レ
ビ
出
演
、
講
演
会
な
ど
に
ひ
っ
ぱ
り

だ
こ
の
俳
人
・
夏
井
い
つ
き
さ
ん
。
と
も
す
れ
ば

敷
居
が
高
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
俳
句
の
世
界
を

幅
広
い
人
た
ち
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
伝
道

師
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
芸

能
人
が
お
題
を
基
に
つ
く
っ
た
句
を
辛
口
コ
メ

ン
ト
で
添
削
す
る
「
俳
句
の
才
能
査
定
ラ
ン
キ

ン
グ
」
は
、
テ
レ
ビ
番
組
『
プ
レ
バ
ト
!!
』
屈
指

の
人
気
コ
ー
ナ
ー
に
。
こ
の
活
躍
が
評
価
さ
れ
、

今
年
の
7
月
に
は
「
放
送
文
化
基
金
賞
（
個

人
・
グ
ル
ー
プ
部
門
）」
も
受
賞
し
ま
し
た
。

　

2
0
1
3
年
か
ら
出
演
す
る
『
プ
レ
バ

ト
!!
』
に
つ
い
て
、
夏
井
さ
ん
は
「
俳
句
の
経

験
ゼ
ロ
の
人
を
1
に
す
る
と
い
う
『
俳
句
の
種

ま
き
』
を
合
言
葉
に
30
年
近
く
コ
ツ
コ
ツ
と
活

動
し
て
き
ま
し
た
が
、
ま
っ
た
く
別
の
荒
野
に

い
き
な
り
ロ
ケ
ッ
ト
弾
で
種
が
ま
か
れ
た
よ
う

な
も
の
」
だ
と
い
い
ま
す
。
突
如
、
全
国
的
な

俳
句
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
る
と
、
さ
ぞ
や
と
ま

ど
い
も
あ
っ
た
の
で
は
と
思
い
き
や
、「
と
ま

ど
い
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
む
し
ろ
ブ
ー
ム
が

や
っ
と
来
た
か
と
い
う
感
じ
で
す
（
笑
）。
句

会
で
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
が
出
る
な
ん
て
一
昔
前

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
」。

　

夏
井
さ
ん
が
出
演
す
る
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て

俳
句
に
興
味
を
持
っ
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
夏
井
さ
ん
自
身
は
何
が
き
っ
か
け
で
俳
句

に
興
味
を
持
ち
、
プ
ロ
の
俳
人
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。



「
学
生
の
こ
ろ
か
ら
本
を
読
む
の
は
好
き
で

し
た
が
、
特
に
俳
句
が
好
き
で
俳
人
を
目
指
し

て
い
た
、
と
い
う
訳
で
は
ま
っ
た
く
な
い
ん
で

す
。
私
が
最
初
に
俳
句
の
す
ご
さ
を
感
じ
た
の

は
い
つ
だ
っ
た
の
か
、
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
く

と
、
中
学
校
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
与
謝
蕪

村
の
句
に
行
き
当
た
り
ま
す
。『
斧
入
れ
て
香

に
お
ど
ろ
く
や
冬
木
立
』
と
い
う
句
だ
っ
た
の

で
す
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
に
、
鼻
の
奥
に

木
の
香
り
が
つ
ー
ん
と
し
て
、
肌
が
ざ
わ
っ

と
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
た
っ
た
の
17

音
で
、
俳
句
に
興
味
が
あ
る
訳
で
も
な
い
の
に

身
体
的
な
反
応
を
も
た
ら
す
こ
と
に
驚
き
ま
し

た
。
俳
句
に
は
五
感
を
ゆ
さ
ぶ
る
力
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
こ
の
と
き
に
な
ん
と
な
く
感
じ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

俳
句
の
力
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
後

は
と
く
に
俳
句
と
関
わ
る
こ
と
な
く
学
生
時

代
を
過
ご
し
た
夏
井
さ
ん
で
す
が
、「
今
思
え

ば
、
も
の
を
書
く
人
に
な
り
た
い
と
い
う
漠

然
と
し
た
夢
の
よ
う
な
も
の
は
あ
っ
た
は
ず
で

す
が
、
自
分
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
訳
が
な

い
と
フ
タ
を
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」。

そ
し
て
、「
何
か
言
葉
を
使
っ
た
仕
事
が
し
た

い
」
と
の
思
い
か
ら
、
生
ま
れ
育
っ
た
愛
媛
県

愛
南
町
で
中
学
校
の
国
語
教
師
に
な
る
道
を
選

び
ま
す
。

芸能人がつくった俳句を歯に衣着せぬ辛口でズバッと添削する
テレビ番組での毒舌ぶりが人気の俳人・夏井いつきさん。

中学校の国語教師から俳人となり、「俳句の種まき」、「100年俳句計画」を
掲げながら多岐にわたる活動を30年近く続けてきました。

夏井さんが俳句を通して多くの人たちに伝えたいこととは何か、
これまでの人生の歩みも交えてお聞きします。
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中
学
校
の
教
師
が

突
然
「
俳
人
に
な
る
」
と
宣
言

　

俳
句
づ
く
り
だ
け
で
な
く
、
講
評
や
執
筆
活

動
、
テ
レ
ビ
出
演
、
講
演
会
な
ど
に
ひ
っ
ぱ
り

だ
こ
の
俳
人
・
夏
井
い
つ
き
さ
ん
。
と
も
す
れ
ば

敷
居
が
高
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
俳
句
の
世
界
を

幅
広
い
人
た
ち
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
伝
道

師
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
芸

能
人
が
お
題
を
基
に
つ
く
っ
た
句
を
辛
口
コ
メ

ン
ト
で
添
削
す
る
「
俳
句
の
才
能
査
定
ラ
ン
キ

ン
グ
」
は
、
テ
レ
ビ
番
組
『
プ
レ
バ
ト
!!
』
屈
指

の
人
気
コ
ー
ナ
ー
に
。
こ
の
活
躍
が
評
価
さ
れ
、

今
年
の
7
月
に
は
「
放
送
文
化
基
金
賞
（
個

人
・
グ
ル
ー
プ
部
門
）」
も
受
賞
し
ま
し
た
。

　

2
0
1
3
年
か
ら
出
演
す
る
『
プ
レ
バ

ト
!!
』
に
つ
い
て
、
夏
井
さ
ん
は
「
俳
句
の
経

験
ゼ
ロ
の
人
を
1
に
す
る
と
い
う
『
俳
句
の
種

ま
き
』
を
合
言
葉
に
30
年
近
く
コ
ツ
コ
ツ
と
活

動
し
て
き
ま
し
た
が
、
ま
っ
た
く
別
の
荒
野
に

い
き
な
り
ロ
ケ
ッ
ト
弾
で
種
が
ま
か
れ
た
よ
う

な
も
の
」
だ
と
い
い
ま
す
。
突
如
、
全
国
的
な

俳
句
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
る
と
、
さ
ぞ
や
と
ま

ど
い
も
あ
っ
た
の
で
は
と
思
い
き
や
、「
と
ま

ど
い
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
む
し
ろ
ブ
ー
ム
が

や
っ
と
来
た
か
と
い
う
感
じ
で
す
（
笑
）。
句

会
で
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
が
出
る
な
ん
て
一
昔
前

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
」。

　

夏
井
さ
ん
が
出
演
す
る
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て

俳
句
に
興
味
を
持
っ
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
夏
井
さ
ん
自
身
は
何
が
き
っ
か
け
で
俳
句

に
興
味
を
持
ち
、
プ
ロ
の
俳
人
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。



「
学
生
の
こ
ろ
か
ら
本
を
読
む
の
は
好
き
で

し
た
が
、
特
に
俳
句
が
好
き
で
俳
人
を
目
指
し

て
い
た
、
と
い
う
訳
で
は
ま
っ
た
く
な
い
ん
で

す
。
私
が
最
初
に
俳
句
の
す
ご
さ
を
感
じ
た
の

は
い
つ
だ
っ
た
の
か
、
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
く

と
、
中
学
校
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
与
謝
蕪

村
の
句
に
行
き
当
た
り
ま
す
。『
斧
入
れ
て
香

に
お
ど
ろ
く
や
冬
木
立
』
と
い
う
句
だ
っ
た
の

で
す
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
に
、
鼻
の
奥
に

木
の
香
り
が
つ
ー
ん
と
し
て
、
肌
が
ざ
わ
っ

と
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
た
っ
た
の
17

音
で
、
俳
句
に
興
味
が
あ
る
訳
で
も
な
い
の
に

身
体
的
な
反
応
を
も
た
ら
す
こ
と
に
驚
き
ま
し

た
。
俳
句
に
は
五
感
を
ゆ
さ
ぶ
る
力
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
こ
の
と
き
に
な
ん
と
な
く
感
じ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

俳
句
の
力
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
後

は
と
く
に
俳
句
と
関
わ
る
こ
と
な
く
学
生
時

代
を
過
ご
し
た
夏
井
さ
ん
で
す
が
、「
今
思
え

ば
、
も
の
を
書
く
人
に
な
り
た
い
と
い
う
漠

然
と
し
た
夢
の
よ
う
な
も
の
は
あ
っ
た
は
ず
で

す
が
、
自
分
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
訳
が
な

い
と
フ
タ
を
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」。

そ
し
て
、「
何
か
言
葉
を
使
っ
た
仕
事
が
し
た

い
」
と
の
思
い
か
ら
、
生
ま
れ
育
っ
た
愛
媛
県

愛
南
町
で
中
学
校
の
国
語
教
師
に
な
る
道
を
選

び
ま
す
。
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楽
し
い
こ
と
も
つ
ら
い
こ
と
も
、

す
べ
て
が
俳
句
の
種
に
な
る





「
教
育
実
習
で
母
校
に
行
っ
た
と
き
、
子
ど

も
た
ち
を
教
え
る
こ
と
の
面
白
さ
を
知
り
、
自

分
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
と
く
に
面
白
か
っ
た
の
が
教
材
研
究
。
こ

れ
は
授
業
の
前
に
自
分
で
進
め
方
や
教
え
方
を

組
み
立
て
て
準
備
す
る
作
業
な
の
で
す
が
、
ど

う
し
た
ら
子
ど
も
た
ち
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
る
か
、
あ
れ
こ
れ
工
夫
を
す
る
の
が
面
白

か
っ
た
で
す
ね
。
教
科
書
が
食
材
だ
と
す
る

と
、
そ
れ
を
使
っ
て
ど
う
い
う
料
理
を
つ
く
る

の
か
を
考
え
る
の
が
教
材
研
究
で
す
。
ニ
ン
ジ

ン
や
ピ
ー
マ
ン
が
き
ら
い
な
子
ど
も
に
い
か

に
美
味
し
く
食
べ
て
も
ら
う
か
、
あ
れ
こ
れ
メ

ニ
ュ
ー
を
工
夫
す
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
授
業

中
、
退
屈
そ
う
に
し
て
い
た
子
ど
も
の
眼
が
急

に
輝
く
様
子
を
見
る
の
は
本
当
に
う
れ
し
か
っ

た
で
す
ね
」。

　

と
こ
ろ
が
結
婚
後
、
家
庭
の
事
情
で
生
活
が

一
変
、
夏
井
さ
ん
は
や
む
を
え
ず
教
師
を
辞
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
。
し
か
し
、
そ
れ

が
俳
人
・
夏
井
い
つ
き
誕
生
に
つ
な
が
る
の
で

す
。



「
教
師
の
仕
事
は
す
ご
く
楽
し
く
て
本
当
に

辞
め
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
を
納
得
さ
せ

る
た
め
に
、
教
師
を
辞
め
る
別
の
理
由
が
欲
し

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
俳
人
に
な
る
ア

テ
も
な
け
れ
ば
ツ
テ
も
な
い
け
れ
ど
、
校
長
先

生
に
『
教
師
を
辞
め
て
俳
人
に
な
り
ま
す
』
と

宣
言
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
校
長
先
生
は
ハ

イ
ジ
ン
と
聞
い
て
“
廃
人
”
と
思
っ
た
そ
う
で

す
が
（
笑
）。
無
謀
と
い
え
ば
無
謀
で
す
が
、

宣
言
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
れ
が
実
現
し
な

か
っ
た
ら
恥
ず
か
し
い
の
で
、
な
ん
と
か
し
て

が
ん
ば
る
。
思
え
ば
、
そ
の
繰
り
返
し
か
も
し

れ
な
い
で
す
ね
、
私
の
人
生
は
」。

　

言
葉
を
使
っ
た
仕
事
と
い
う
意
味
で
は
国
語

教
師
も
俳
人
も
確
か
に
同
じ
で
す
が
、
小
説
や
詩

で
は
な
く
、
な
ぜ
俳
句
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。


「
小
説
の
よ
う
な
長
い
文
章
を
書
く
立
体
的

な
構
成
力
は
自
分
に
は
な
い
ん
で
す
。
詩
を
読

む
の
は
好
き
で
す
が
、
自
分
で
書
く
と
な
る
と

内
面
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
過
ぎ
て
、
後
で
読

み
返
す
と
ど
う
に
も
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。
俳
句
は
、
17
音
と
い
う
短
い
言
葉
の
連
な

り
で
表
現
す
る
た
め
、
自
分
の
内
面
を
具
体
的

に
書
く
こ
と
な
く
、
季
語
に
自
分
の
思
い
を
託

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
形
式
が
、
私
の
性

分
に
は
合
っ
て
い
る
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

あ
ら
た
め
て
俳
句
の
よ
さ
に
気
付
い
た
と

き
、『
そ
う
だ
、
私
は
言
葉
を
使
っ
て
表
現
す

る
人
に
な
り
た
か
っ
た
ん
だ
』
と
、
か
つ
て
フ

タ
を
し
て
い
た
は
ず
の
小
箱
が
勝
手
に
開
い
て

し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
プ
ロ
の
俳
人

に
な
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
ま
っ

た
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
に
か
く
コ

ツ
コ
ツ
と
俳
句
を
つ
く
り
、
投
稿
す
る
こ
と
か

ら
始
め
ま
し
た
」。



「
季
語
の
現
場
人（
常
に
季
語
の
現
場
に
立
ち

俳
句
を
つ
く
る
）」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
俳
人

の
黒
田
杏
子
さ
ん
に
師
事
し
な
が
ら
、
結
婚
後

に
移
り
住
ん
だ
松
山
市
で
本
格
的
に
俳
人
と
し

て
の
道
を
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

句
会
ラ
イ
ブ
は
脚
本
の
な
い
ド
ラ
マ

俳
句
に
は
人
を
変
え
る
力
が
あ
る

　

自
身
の
俳
句
づ
く
り
に
加
え
て
、
夏
井
さ
ん

が
力
を
入
れ
て
き
た
の
が
「
俳
句
の
種
ま
き
」

活
動
で
す
。
全
国
の
学
校
な
ど
を
回
っ
て
開
く

「
句
会
ラ
イ
ブ
」
で
は
、「
日
本
語
を
話
せ
る

人
な
ら
誰
で
も
5
分
で
一
句
つ
く
れ
る
技
」
を

教
え
、
俳
句
を
通
し
て
日
本
語
の
豊
か
さ
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
楽
し
さ
を
伝
え
ま
す
。

当
初
は
小
学
生
を
対
象
に
始
め
ま
し
た
が
、
今

で
は
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
幅
広
い
年
齢

層
の
人
た
ち
が
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
大

い
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
の
高
校
生
が
5
人
1
組
の
チ
ー

ム
に
分
か
れ
て
俳
句
づ
く
り
を
競
う
「
俳
句

甲
子
園
」
に
も
立
ち
上
げ
か
ら
関
わ
り
、
20
年

以
上
に
わ
た
り
俳
句
の
未
来
を
担
う
若
者
を
育

て
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
国
語
教
師
は
辞
め
て

も
、
子
ど
も
た
ち
に
何
か
を
教
え
る
、
伝
え
る

こ
と
は
、
夏
井
さ
ん
の
天
職
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。



「
句
会
ラ
イ
ブ
で
は
最
終
的
に
私
が
秀
れ
た

句
を
7
句
選
び
ま
す
が
、
選
ぶ
段
階
で
は
誰
が

つ
く
っ
た
句
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
選
ば
れ
た
生

徒
が
パ
ッ
と
手
を
挙
げ
る
と
、
先
生
方
が
驚
き

ま
す
。『
あ
の
生
徒
が
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
句

を
つ
く
る
の
か
』、『
普
段
こ
の
子
は
こ
ん
な
こ

と
を
考
え
、
感
じ
て
い
た
の
か
』
と
。
秀
れ
た

句
を
つ
く
る
子
ど
も
た
ち
の
な
か
に
は
、
家
庭

の
事
情
や
精
神
的
・
身
体
的
な
問
題
を
抱
え

て
い
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
普
段
は
な

か
な
か
人
に
い
え
な
い
自
分
の
な
か
の
モ
ヤ
モ

ヤ
も
、
俳
句
と
い
う
『
型
』
を
通
し
て
だ
っ
た

ら
思
い
切
っ
て
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
、

自
分
の
感
情
を
共
有
し
て
も
ら
え
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
自
分
の
な
か
の
負
の
感
情
に
よ
っ

て
刺
さ
っ
た
棘
を
自
分
で
抜
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
抜
い
た
棘
は
、
俳
句
と
い
う
『
光
の

棘
』
に
な
っ
て
い
く
。

　

俳
句
づ
く
り
を
通
し
て
日
本
語
の
豊
か
さ
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
も
も
ち
ろ
ん

あ
り
ま
す
が
、
表
現
を
す
る
こ
と
で
自
分
自
身

が
変
わ
る
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
え
た
ら
、
こ

ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は

句
会
ラ
イ
ブ
を
『
脚
本
の
な
い
ド
ラ
マ
』
と
よ

ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
2
時
間
で
参
加
者

の
表
情
が
み
る
み
る
変
化
し
て
い
く
様
は
、
い

つ
見
て
も
感
動
的
で
す
。
俳
句
に
は
、
人
を
変

え
る
力
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
1
人
で
も
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」。

た
っ
た
17
音
の
心
の
交
感

俳
句
は
等
身
大
の
自
分
を
映
す

鏡
に
な
る

　

西
へ
東
へ
と
全
国
を
忙
し
く
飛
び
回
る
夏
井

さ
ん
で
す
が
、
意
外
に
も
「
も
と
も
と
活
発

に
動
き
回
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
本
が
あ
っ

て
、
冷
蔵
庫
に
多
少
の
食
べ
物
と
お
酒
が
あ
れ

ば
一
歩
も
外
に
出
な
く
て
も
平
気
な
人
間
」
な

の
だ
と
か
。
今
で
い
う
引
き
こ
も
り
み
た
い
で

す
ね
と
返
す
と
「
引
き
こ
も
り
の
先
駆
け
で
す

よ
」
と
苦
笑
い
。
た
だ
し
、
俳
句
の
材
料
を

求
め
て
景
色
の
よ
い
場
所
や
名
所
・
旧
跡
な
ど

に
出
か
け
る
「
吟ぎ
ん
こ
う行

」
は
ま
っ
た
く
苦
に
な
ら

な
い
そ
う
で
す
。「
そ
れ
が
外
に
出
る
理
由
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
や
は
り
『
季
語
の
現
場
』

に
出
か
け
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
五
感
を
フ
ル
に

使
う
の
が
な
ん
と
い
っ
て
も
俳
句
づ
く
り
の
醍

醐
味
で
す
か
ら
」。



「
楽
し
い
こ
と
や
う
れ
し
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
人
生
で
直
面
す
る
つ
ら
く
哀
し
い
出
来
事

も
、
す
べ
て
が
俳
句
の
題
材
に
な
る
」
と
夏
井

さ
ん
は
い
い
ま
す
。「
た
と
え
ば
、
正
岡
子
規

が
病
床
で
詠
ん
だ
句
が
代
表
作
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
俳
句
は
そ
の
時
々
の
等
身
大
の
自
分
を

映
す
鏡
に
な
る
」
と
。



「
人
間
、
生
き
て
い
れ
ば
苦
し
い
こ
と
や
嫌

な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
俳
句
づ
く
り
の

楽
し
さ
を
知
る
と
、
そ
の
苦
し
さ
す
ら
も
、
俳

句
の
種
に
な
り
ま
す
。
季
語
や
光
景
に
自
分
自
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野
茨
の
雫
を
た
め
る
た
め
の
棘　

夏
井
い
つ
き





「
教
育
実
習
で
母
校
に
行
っ
た
と
き
、
子
ど

も
た
ち
を
教
え
る
こ
と
の
面
白
さ
を
知
り
、
自

分
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
と
く
に
面
白
か
っ
た
の
が
教
材
研
究
。
こ

れ
は
授
業
の
前
に
自
分
で
進
め
方
や
教
え
方
を

組
み
立
て
て
準
備
す
る
作
業
な
の
で
す
が
、
ど

う
し
た
ら
子
ど
も
た
ち
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
る
か
、
あ
れ
こ
れ
工
夫
を
す
る
の
が
面
白

か
っ
た
で
す
ね
。
教
科
書
が
食
材
だ
と
す
る

と
、
そ
れ
を
使
っ
て
ど
う
い
う
料
理
を
つ
く
る

の
か
を
考
え
る
の
が
教
材
研
究
で
す
。
ニ
ン
ジ

ン
や
ピ
ー
マ
ン
が
き
ら
い
な
子
ど
も
に
い
か

に
美
味
し
く
食
べ
て
も
ら
う
か
、
あ
れ
こ
れ
メ

ニ
ュ
ー
を
工
夫
す
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
授
業

中
、
退
屈
そ
う
に
し
て
い
た
子
ど
も
の
眼
が
急

に
輝
く
様
子
を
見
る
の
は
本
当
に
う
れ
し
か
っ

た
で
す
ね
」。

　

と
こ
ろ
が
結
婚
後
、
家
庭
の
事
情
で
生
活
が

一
変
、
夏
井
さ
ん
は
や
む
を
え
ず
教
師
を
辞
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
。
し
か
し
、
そ
れ

が
俳
人
・
夏
井
い
つ
き
誕
生
に
つ
な
が
る
の
で

す
。



「
教
師
の
仕
事
は
す
ご
く
楽
し
く
て
本
当
に

辞
め
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
を
納
得
さ
せ

る
た
め
に
、
教
師
を
辞
め
る
別
の
理
由
が
欲
し

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
俳
人
に
な
る
ア

テ
も
な
け
れ
ば
ツ
テ
も
な
い
け
れ
ど
、
校
長
先

生
に
『
教
師
を
辞
め
て
俳
人
に
な
り
ま
す
』
と

宣
言
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
校
長
先
生
は
ハ

イ
ジ
ン
と
聞
い
て
“
廃
人
”
と
思
っ
た
そ
う
で

す
が
（
笑
）。
無
謀
と
い
え
ば
無
謀
で
す
が
、

宣
言
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
れ
が
実
現
し
な

か
っ
た
ら
恥
ず
か
し
い
の
で
、
な
ん
と
か
し
て

が
ん
ば
る
。
思
え
ば
、
そ
の
繰
り
返
し
か
も
し

れ
な
い
で
す
ね
、
私
の
人
生
は
」。

　

言
葉
を
使
っ
た
仕
事
と
い
う
意
味
で
は
国
語

教
師
も
俳
人
も
確
か
に
同
じ
で
す
が
、
小
説
や
詩

で
は
な
く
、
な
ぜ
俳
句
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。



「
小
説
の
よ
う
な
長
い
文
章
を
書
く
立
体
的

な
構
成
力
は
自
分
に
は
な
い
ん
で
す
。
詩
を
読

む
の
は
好
き
で
す
が
、
自
分
で
書
く
と
な
る
と

内
面
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
過
ぎ
て
、
後
で
読

み
返
す
と
ど
う
に
も
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。
俳
句
は
、
17
音
と
い
う
短
い
言
葉
の
連
な

り
で
表
現
す
る
た
め
、
自
分
の
内
面
を
具
体
的

に
書
く
こ
と
な
く
、
季
語
に
自
分
の
思
い
を
託

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
形
式
が
、
私
の
性

分
に
は
合
っ
て
い
る
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

あ
ら
た
め
て
俳
句
の
よ
さ
に
気
付
い
た
と

き
、『
そ
う
だ
、
私
は
言
葉
を
使
っ
て
表
現
す

る
人
に
な
り
た
か
っ
た
ん
だ
』
と
、
か
つ
て
フ

タ
を
し
て
い
た
は
ず
の
小
箱
が
勝
手
に
開
い
て

し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
プ
ロ
の
俳
人

に
な
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
ま
っ

た
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
に
か
く
コ

ツ
コ
ツ
と
俳
句
を
つ
く
り
、
投
稿
す
る
こ
と
か

ら
始
め
ま
し
た
」。



「
季
語
の
現
場
人（
常
に
季
語
の
現
場
に
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ち

俳
句
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く
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子
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が
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、
結
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後

に
移
り
住
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だ
松
山
市
で
本
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的
に
俳
人
と
し

て
の
道
を
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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会
ラ
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ブ
は
脚
本
の
な
い
ド
ラ
マ

俳
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に
は
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を
変
え
る
力
が
あ
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身
の
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句
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く
り
に
加
え
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、
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井
さ
ん

が
力
を
入
れ
て
き
た
の
が
「
俳
句
の
種
ま
き
」

活
動
で
す
。
全
国
の
学
校
な
ど
を
回
っ
て
開
く

「
句
会
ラ
イ
ブ
」
で
は
、「
日
本
語
を
話
せ
る

人
な
ら
誰
で
も
5
分
で
一
句
つ
く
れ
る
技
」
を

教
え
、
俳
句
を
通
し
て
日
本
語
の
豊
か
さ
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
楽
し
さ
を
伝
え
ま
す
。

当
初
は
小
学
生
を
対
象
に
始
め
ま
し
た
が
、
今

で
は
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
幅
広
い
年
齢

層
の
人
た
ち
が
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
大

い
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
の
高
校
生
が
5
人
1
組
の
チ
ー

ム
に
分
か
れ
て
俳
句
づ
く
り
を
競
う
「
俳
句

甲
子
園
」
に
も
立
ち
上
げ
か
ら
関
わ
り
、
20
年

以
上
に
わ
た
り
俳
句
の
未
来
を
担
う
若
者
を
育

て
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
国
語
教
師
は
辞
め
て

も
、
子
ど
も
た
ち
に
何
か
を
教
え
る
、
伝
え
る

こ
と
は
、
夏
井
さ
ん
の
天
職
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。



「
句
会
ラ
イ
ブ
で
は
最
終
的
に
私
が
秀
れ
た

句
を
7
句
選
び
ま
す
が
、
選
ぶ
段
階
で
は
誰
が

つ
く
っ
た
句
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
選
ば
れ
た
生

徒
が
パ
ッ
と
手
を
挙
げ
る
と
、
先
生
方
が
驚
き

ま
す
。『
あ
の
生
徒
が
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
句

を
つ
く
る
の
か
』、『
普
段
こ
の
子
は
こ
ん
な
こ

と
を
考
え
、
感
じ
て
い
た
の
か
』
と
。
秀
れ
た

句
を
つ
く
る
子
ど
も
た
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の
な
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に
は
、
家
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の
事
情
や
精
神
的
・
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体
的
な
問
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え

て
い
る
人
も
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な
く
あ
り
ま
せ
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。
普
段
は
な

か
な
か
人
に
い
え
な
い
自
分
の
な
か
の
モ
ヤ
モ

ヤ
も
、
俳
句
と
い
う
『
型
』
を
通
し
て
だ
っ
た

ら
思
い
切
っ
て
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
、

自
分
の
感
情
を
共
有
し
て
も
ら
え
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。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
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の
な
か
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負
の
感
情
に
よ
っ

て
刺
さ
っ
た
棘
を
自
分
で
抜
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
抜
い
た
棘
は
、
俳
句
と
い
う
『
光
の

棘
』
に
な
っ
て
い
く
。

　

俳
句
づ
く
り
を
通
し
て
日
本
語
の
豊
か
さ
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
も
も
ち
ろ
ん

あ
り
ま
す
が
、
表
現
を
す
る
こ
と
で
自
分
自
身

が
変
わ
る
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
え
た
ら
、
こ

ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は

句
会
ラ
イ
ブ
を
『
脚
本
の
な
い
ド
ラ
マ
』
と
よ

ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
2
時
間
で
参
加
者

の
表
情
が
み
る
み
る
変
化
し
て
い
く
様
は
、
い

つ
見
て
も
感
動
的
で
す
。
俳
句
に
は
、
人
を
変

え
る
力
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
1
人
で
も
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」。

た
っ
た
17
音
の
心
の
交
感

俳
句
は
等
身
大
の
自
分
を
映
す

鏡
に
な
る

　

西
へ
東
へ
と
全
国
を
忙
し
く
飛
び
回
る
夏
井

さ
ん
で
す
が
、
意
外
に
も
「
も
と
も
と
活
発

に
動
き
回
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
て
、
本
が
あ
っ

て
、
冷
蔵
庫
に
多
少
の
食
べ
物
と
お
酒
が
あ
れ

ば
一
歩
も
外
に
出
な
く
て
も
平
気
な
人
間
」
な

の
だ
と
か
。
今
で
い
う
引
き
こ
も
り
み
た
い
で

す
ね
と
返
す
と
「
引
き
こ
も
り
の
先
駆
け
で
す

よ
」
と
苦
笑
い
。
た
だ
し
、
俳
句
の
材
料
を

求
め
て
景
色
の
よ
い
場
所
や
名
所
・
旧
跡
な
ど

に
出
か
け
る
「
吟ぎ
ん
こ
う行
」
は
ま
っ
た
く
苦
に
な
ら

な
い
そ
う
で
す
。「
そ
れ
が
外
に
出
る
理
由
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
や
は
り
『
季
語
の
現
場
』

に
出
か
け
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
五
感
を
フ
ル
に

使
う
の
が
な
ん
と
い
っ
て
も
俳
句
づ
く
り
の
醍

醐
味
で
す
か
ら
」。



「
楽
し
い
こ
と
や
う
れ
し
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
人
生
で
直
面
す
る
つ
ら
く
哀
し
い
出
来
事

も
、
す
べ
て
が
俳
句
の
題
材
に
な
る
」
と
夏
井

さ
ん
は
い
い
ま
す
。「
た
と
え
ば
、
正
岡
子
規

が
病
床
で
詠
ん
だ
句
が
代
表
作
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
俳
句
は
そ
の
時
々
の
等
身
大
の
自
分
を

映
す
鏡
に
な
る
」
と
。



「
人
間
、
生
き
て
い
れ
ば
苦
し
い
こ
と
や
嫌

な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
俳
句
づ
く
り
の

楽
し
さ
を
知
る
と
、
そ
の
苦
し
さ
す
ら
も
、
俳

句
の
種
に
な
り
ま
す
。
季
語
や
光
景
に
自
分
自

身
の
思
い
を
代
弁
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
自
分

の
置
か
れ
た
環
境
や
感
情
を
客
観
視
す
る
こ
と

が
で
き
、
気
持
ち
が
フ
ッ
と
楽
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
誰
か
が
読
み
、
共
感
し
て
く
れ
た

ら
、
そ
の
苦
し
み
を
分
か
ち
合
う
こ
と
も
で
き

ま
す
。
た
っ
た
17
音
で
こ
う
し
た
心
の
交
感

が
で
き
る
表
現
は
ほ
か
に
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」。



俳
都
・
松
山
へ
の
恩
返
し

一
〇
〇
年
先
の
俳
句
を
見
つ
め
て

　

夏
井
さ
ん
が
住
み
、
活
動
の
拠
点
と
す
る
愛

媛
県
松
山
市
は
、
正
岡
子
規
や
高
浜
虚
子
ら
、

多
く
の
俳
人
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
。
俳
句
の

都
「
俳
都
」
と
し
て
市
が
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
な
か
、
夏
井
さ
ん
は
「
俳
都
松
山
大
使
」
に

も
任
命
さ
れ
、
俳
句
に
よ
る
ま
ち
の
活
性
化
に

も
貢
献
し
て
い
ま
す
。



「
教
師
を
辞
め
、
俳
人
に
な
る
と
宣
言
し
て

俳
句
づ
く
り
を
始
め
た
も
の
の
、
そ
れ
で
食
べ

て
い
く
の
は
大
変
で
す
。
と
く
に
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
に
な
っ
て
か
ら
は
苦
労
し
ま
し
た
。
私
た

ち
家
族
が
な
ん
と
か
暮
ら
し
て
い
け
た
の
は
松

山
の
土
地
と
人
の
お
か
げ
。
俳
句
に
関
す
る
お

仕
事
を
い
た
だ
く
な
ど
、
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん

支
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

今
、
よ
う
や
く
松
山
に
恩
返
し
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
今
年
の
6
月
、
俳
句
好
き
が
集

ま
っ
て
心
置
き
な
く
句
会
を
開
け
る
念
願
の
庵
い
お
り

『
伊い
げ
つ
あ
ん

月
庵
』
を
道
後
温
泉
の
近
く
に
開
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
公
民
館
な
ど
公
共
の
施
設
で

は
細
か
な
決
ま
り
が
あ
り
、
気
軽
に
句
会
を
開

く
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

庵
は
、
俳
句
好
き
に
よ
る
俳
句
好
き
の
た
め
の

空
間
で
す
か
ら
、
思
う
存
分
、
句
会
が
楽
し
め

ま
す
。
全
国
か
ら
こ
の
場
所
を
目
指
し
て
俳
句

好
き
が
集
ま
っ
て
く
れ
れ
ば
松
山
の
ま
ち
の
活

性
化
に
も
つ
な
が
る
は
ず
。
俳
句
を
中
心
に
据

え
な
が
ら
、
市
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
人
た

ち
と
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
た
っ
た
17
音
の
表
現
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
や
人
、
モ
ノ
や
コ
ト
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き

る
の
も
、
俳
句
の
持
つ
大
き
な
魅
力
で
あ
り
、

無
限
の
可
能
性
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

一
〇
〇
年
先
の
俳
句
の
未
来
を
見
つ
め
な
が

ら
、
夏
井
さ
ん
の
種
ま
き
は
続
き
ま
す
。

05 くらし塾 きんゆう塾 2018年秋号

夏井いつき
なつい・いつき

1957年生まれ。愛媛県
松山市在住の俳人。俳
句集団「いつき組」組長。
８年間の中学校国語教
師を経て、俳人へ転身。
1994年、 俳 句 界 で の
新人登竜門「俳壇賞」を、

2000年には「第五回中新田俳句大賞」を受賞。2005年、
ＮＨＫ四国ふれあい文化賞を、2018年には放送文化
基金賞・個人部門を受賞。テレビ、ラジオの出演のほ
か、俳句の授業「句会ライブ」を主催、全国高校俳句選
手権大会「俳句甲子園」の運営にも携わるなど、全国的
に幅広く活躍中。著書は『夏井いつきの世界一わかり
やすい俳句の授業』（PHP研究所）ほか多数。

百
年
を
旅
し
て
黄
落
の
一
本　
夏
井
い
つ
き
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