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席
書
大
会
と
第
48
回
大
曲
仙

北
児
童
生
徒
書
き
初
め
展
に

出
品
し
て
、
姉
弟
そ
ろ
っ
て

両
大
会
共
、
小
学
生
の
部
で

「
特
選
」
を
受
賞
し
た
。
お

め
で
と
う
。
今
後
も
益
々
、

頑
張
っ
て
ね
…
。

（
三
箇
寺
報
・
２
月
号
）

▼
11
支　

神
戸
・
本
法
寺

　

参
道
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

境
内
の
参
道
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
工
事
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
以

前
に
ま
し
て
寺
観
が
美
し
く

な
っ
た
。
ま
た
、
第
二
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
工
事
も
順
調
に

進
ん
で
い
る
。
完
成
を
楽
し

み
に
ご
奉
公
に
励
も
う
！

（
本
法
寺
報
・
２
月
号
）

▼
11
支　

神
戸
・
大
法
寺

　

雨
漏
り
補
修
工
事
終
了

　

昨
年
の
台
風
12
、
15
号
は

各
地
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ

し
た
が
、
当
山
も
本
堂
、
教

務
会
館
の
あ
ち
こ
ち
に
雨
漏

り
が
発
生
。
阪
神
大
震
災
の

復
旧
工
事
か
ら
15
年
が
経
過

し
て
お
り
、
今
回
修
繕
補
修

の
工
事
と
な
っ
た
。
施
工
は

大
阪
清
現
寺
の
ご
信
者
・
上

田
氏
の
大
一
防
水
工
業
㈱
で
、

昨
年
12
月
２
週
間
か
け
て
無

事
工
事
を
完
了
し
た
。

（
大
法
寺
報
・
２
月
号
）

▼
２
支　

大
阪
・
清
風
寺

　

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
優
勝

　

教
務
見
習
い
中
の
石
田
蓮

君
は
大
阪
産
業
大
学
付
属
高

等
学
校
ス
ポ
ー
ツ
科
に
通
う

２
年
生
。
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部

の
所
属
で
、
昨
年
末
の
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
全
国
大
会
で
日
本

一
に
輝
い
た
。
石
田
君
は
毎

朝
５
時
か
ら
本
堂
御
宝
前
の

お
給
仕
を
し
て
学
校
へ
。
部

活
を
終
え
て
帰
山
す
る
と
夜

10
時
近
く
。
高
校
生
で
も
教

務
見
習
い
と
し
て
立
派
に
ご

奉
公
に
当
た
っ
て
い
る
。

（
清
風
寺
通
信
・
２
月
号
）

▼
２
支　

大
阪
・
信
光
寺

　

第
２
期
勧
財
事
業
始
ま
る

　

昨
年
の
会
議
で
承
認
さ
れ

た
会
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

が
１
月
７
日
よ
り
着
工
。
法

宅
、
会
館
の
各
階
、
渡
り
廊

下
、
Ｅ
住
宅
を
そ
れ
ぞ
れ
改

修
す
る
。
工
事
期
間
中
は
、

通
行
止
め
や
使
用
禁
止
と
不

便
を
か
け
る
が
、
ご
理
解
ご

協
力
の
ほ
ど
を
。

（
信
光
寺
報
・
２
月
号
）

▼
４
支　

横
浜
・
妙
深
寺

　

医
学
界
新
聞
に
掲
載

　

週
刊
医
学
界
新
聞
か
ら
の

依
頼
で
「
変
革
期
の
今
、
社

会
資
源
と
し
て
の
看
護
職
に

期
待
さ
れ
る
役
割
と
は
」
の

テ
ー
マ
で
、
看
護
協
会
の
理

事
、
現
職
の
看
護
師
、
当
山

住
職
と
で
座
談
会
が
行
わ
れ

た
。
医
療
現
場
の
苦
労
や
ご

信
心
の
関
心
、
仏
教
の
な
す

べ
き
役
目
、
あ
り
か
た
に
つ

い
て
、
勉
強
さ
せ
ら
れ
る
対

談
と
な
っ
て
い
る
。

（
妙
深
寺
報
・
２
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
乗
泉
寺

　

成
人
式
を
挙
行

　

１
月
９
日
の
11
時
よ
り
本

堂
に
て
成
人
式
を
挙
行
し
た
。

当
日
は
10
名
の
新
成
人
の
参

詣
。
御
導
師
よ
り
無
事
成
人

の
御
礼
と
今
後
の
身
体
健
全

と
ご
奉
公
成
就
の
ご
祈
願
を

言
上
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

寒
参
詣
を
支
え
る
ご
奉
公

　

乗
泉
寺
伝
統
で
あ
る
「
餅

が
ゆ
」
の
お
供
養
は
ご
信
者

皆
の
楽
し
み
だ
。
こ
の
「
餅

が
ゆ
」
作
り
も
毎
朝
６
時
前

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
大
釜

で
調
理
す
る
た
め
女
性
で
は

と
て
も
無
理
。
手
際
よ
く
作

業
す
る
堅
信
会
や
身
読
会
を

中
心
と
し
た
ご
奉
公
者
は
さ

す
が
な
も
の
。
い
ろ
い
ろ
な

部
署
の
ご
奉
公
に
支
え
ら
れ

て
、
今
年
の
寒
参
詣
も
無
事

に
終
わ
り
そ
う
だ
。

（
乗
泉
寺
通
信
・
２
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
清
雄
寺

　

開
講
記
念
日
口
唱
会
開
催

　

１
月
12
日
午
前
11
時
か
ら

開
講
記
念
日
口
唱
会
を
御
導

師
ご
出
座
の
も
と
開
催
。
本

門
佛
立
宗
は
開
導
日
扇
聖
人

に
よ
り
安
政
４
年
１
月
12
日

に
開
講
さ
れ
、
今
年
で
155
回

目
の
記
念
日
。
お
看
経
後
、

御
導
師
よ
り
ご
法
話
を
い
た

だ
い
た
。

（
清
雄
寺
通
信
・
２
月
号
）

▼
７
支　

盛
岡
・
広
宣
寺

　

日
赤
よ
り
感
謝
状
授
与

　

昨
年
発
生
し
た
東
日
本
大

震
災
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
参
加
し
た
と
し
て
、
広
宣

寺
（
当
山
は
盛
岡
市
日
赤
十

字
奉
仕
団
）
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
参
加
の
ご
信
者
に
日
赤
本

社
よ
り
感
謝
状
が
授
与
さ
れ

た
の
で
こ
こ
に
報
告
す
る
。

（
広
宣
寺
報
・
２
月
号
）

▼
７
支　

横
手
・
応
護
寺

　

姉
弟
で
特
選
受
賞
！

　

大
曲
教
区
の
杉
本
清
明
さ

ん
の
長
女
海
音
ち
ゃ
ん
（
小

４
）
と
長
男
和
進
く
ん
（
小

１
）
が
、
大
仙
市
の
第
６
回
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創業明治元年─お客様の要望に技術で応える。

　

応お
う

永え
い

三
年
（
一
三
九
六
）
五
月
十
日
、
門も

ん

祖そ

日に
ち

隆り
ゅ
う

聖し
ょ
う

人に
ん

は
ご
実
家
の
あ
る
越え

っ

中ち
ゅ
う

（
富と

山や
ま

県け
ん

）
浅あ

さ

井い

に
あ
っ
た
遠お

ん

成じ
ょ
う

寺じ

に
入
り
、
住
職
の
慶け

い

寿じ
ゅ

院い
ん

日に
ち

深じ
ん

師し

を
お
師し

匠し
ょ
う

さ
ん
に
、
得
度
す
る
こ
と
に
な

る
ん
だ
。
そ
し
て
僧そ

う

名み
ょ
う

を
「
深じ

ん

円え
ん

」
と
い
た
だ
か

れ
る
。
十
二
歳
の
時
だ
よ
。

　

お
寺
に
入
る
に
つ
い
て
は
、
お
父
さ
ん
の
尚
儀

公
は
反
対
さ
れ
る
ん
だ
。
そ
れ
は
桃も

も

井の
い

家け

は
武ぶ

家け

の
家い

え

柄が
ら

で
、
し
か
も
有
名
だ
っ
た
し
、
戦い

く
さ争
に
敗

れ
た
け
れ
ど
も
、
家け

来ら
い

も
い
た
し
お
父
さ
ん
に
し

て
み
た
ら
、
息
子
は
武
士
と
し
て
活か

つ

躍や
く

し
て
も
ら

い
た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
で
も
、
門
祖
聖
人
が

誕た
ん

生じ
ょ
う

さ
れ
た
時
か
ら
、
お
世
話
を
さ
れ
て
い
た
妙た

え

女
は
、
熱
心
な
法ほ

華け

経き
ょ
う

の
ご
信
者
で
、
お
父
さ
ん

の
尚
儀
公
を
説
得
す
る
ん
だ
。
そ
し
て
、
門
祖
聖

人
に
桃
井
家
で
お
世
話
を
す
る
時
か
ら
大
事
に
持

っ
て
い
た
小
箱
を
渡
す
ん
だ
。
そ
の
箱
の
中
に
は

法
華
経
の
巻ま

き

物も
の

が
収
め
ら
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。

　

お
母
さ
ん
の
益と

み

子こ

様
は
、
当
時
の
室
町
幕
府
で

管か
ん

領り
ょ
う

と
い
う
大
き
な
役や

く

職し
ょ
く

を
し
て
い
た
斯し

波ば

義よ
し

将ま
さ

公こ
う

の
娘
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
熱
心
な
法
華
経
の
ご

信
者
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。
し
か
も
、
斯
波

家
の
宗し

ゅ
う

旨し

は
禅ぜ

ん

宗し
ゅ
う

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ

ど
、
当
時
の
書
物
に
は
（
太
平
記
の
後
注
）
祖
父

に
当
た
る
斯
波
高た

か

経つ
ね

公
に
「
日に

っ

峰ぽ
う

」
の
号
（
別
の

呼
び
名
）
が
あ
り
、
義
将
公
に
「
法ほ

っ

華け

堂ど
う

」
の
号

が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
日
隆
聖
人
が

法
華
経
の
お
寺
で
得
度
す
る
に
つ
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
色
々
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

　

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
門
祖
聖
人
が
得
度
し

て
修
行
し
た
と
い
う
遠
成
寺
と
い
う
お
寺
は
、
今

に
な
っ
て
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
だ

よ
。
六
百
年
と
い
う
時
の
流
れ
の
間
で
消
え
て
し

ま
っ
た
ん
だ
ね
。

 

門
祖
聖
人
は
幼
い
時
「
長ち

ょ
う

一い
ち

丸ま
る

」
と
い
う
お
名

前
だ
っ
た
の
で
、
桃
井
家
の
長
男
と
言
わ
れ
て
い

る
け
ど
、
実
は
次
男
だ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が

あ
る
ん
だ
。

　

こ
れ
は
、
門
祖
聖
人
の
ご
実
家
・
桃
井
家
が
あ

っ
た
場
所
に
あ
る
誕
生
寺
と
い
う
お
寺
に
伝
わ
っ

て
い
る
話
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
日
隆
聖
人
は
次
男

で
あ
る
、
と
い
う
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
誕
生
寺
の

紋も
ん

（
し
る
し
）
は
、
丸
の
中
に
雁か

り

が
二
羽
飛
ん
で

い
る
も
の
な
ん
だ
よ
。
普ふ

通つ
う

は
、
門
祖
聖
人
の
紋

は
、
丸
の
中
に
一
羽
の
雁
し
か
い
な
い
の
に
、
二

羽
な
ん
だ
。
し
か
も
、
下
の
雁
は
く
ち
ば
し
が
開

い
て
い
る
姿
で
、
こ
れ
は
御お

題だ
い

目も
く

を
唱と

な

え
て
い
る

か
ら
な
ん
だ
そ
う
だ
。

　

室
町
時
代
中
期
か
ら
、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
初
め
ま
で

流り
ゅ
う

行こ
う

し
た
曲き

ょ
く

舞ぶ

に
、
幸こ

う

若わ
か

舞ま
い

（
太た

い

鼓こ

や
小こ

鼓つ
づ
み

に

合
わ
せ
て
謡う

た

い
、
立た

て

烏え

帽ぼ

子し

姿す
が
た

で
舞ま

う
舞ぶ

曲き
ょ
く

）
と

い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
曲
舞
を
創そ

う

設せ
つ

し
た
の
が
幸

若
丸
（
桃
井
直な

お

詮あ
き
ら

）
と
い
う
人
で
、
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

が

桶お
け

狭は
ざ

間ま

の
戦
い
に
出
発
す
る
時
に
「
人
間
五
十
年
、

化げ

天て
ん

（
下
天
）
の
内
を
く
ら
ぶ
れ
ば
、
夢む

幻げ
ん

の
ご

と
く
な
り
‥
」
と
舞
う
姿
は
、
時じ

代だ
い

劇げ
き

な
ど
で
見

慣
れ
て
い
る
シ
ー
ン
だ
ね
。
あ
れ
が
幸
若
舞
の
代

表
作
の
一
つ
「
敦あ

つ

盛も
り

」
な
ん
だ
。
実
は
、
こ
の
桃

井
直
詮
と
い
う
人
が
、
日
隆
聖
人
の
兄
だ
と
い
う

説
も
あ
る
ん
だ
よ
。

　

六
百
年
も
時
間
が
経た

っ
て
い
る
か
ら
、
確
か
め

よ
う
も
な
い
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
何
か
ロ
マ

ン
を
感
じ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
ね
。

　

日
本
が
、
南な

ん

北ぼ
く

両り
ょ
う

統と
う

の
二
人
の
天て

ん

皇の
う

を
立
て
て

争
っ
た
室む

ろ

町ま
ち

南な
ん

北ぼ
く

朝ち
ょ
う

時じ

代だ
い

。
越え

っ

中ち
ゅ
う

（
富と

山や
ま

県け
ん

）
で

南な
ん

朝ち
ょ
う

方が
た

の
武ぶ

士し

と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
桃も

も

井の
い

家け

は
、

父
親
の
尚ひ

さ

儀の
り

公こ
う

が
、
長
男
で
あ
る
門も

ん

祖そ

聖し
ょ
う

人に
ん

を
お

寺
に
入
れ
て
お
坊
さ
ん
に
さ
れ
ま
し
た
。
本
日
は
、

そ
の
得と

く

度ど

の
い
き
さ
つ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
隆
聖
人
の
得
度

お
　

 

得
　

 

度

と
く

ど

門
祖
日
隆
聖
人
は
次
男
だ
っ
た
か
も

第
3
回

誕
生
寺
の
紋
（
境
内
に
あ
る
燈
籠
）


