
毎
週
木
曜
日
、
午
後
７
時
か
ら
の
４
チ
ャ
ン

ネ
ル
。
「
プ
レ
バ
ト
」
が
楽
し
い
。
前
半
部
分

の
「
俳
句
の
才
能
査
定
ラ
ン
キ
ン
グ
」
は
俳
句

を
作
っ
て
み
よ
う
か
な
、
と
い
う
気
に
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。
特
に
夏
井
い
つ
き
先
生
と
出
演
者

の
や
り
取
り
に
は
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
夏
井

先
生
の
毒
舌
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
添
削

で
、
言
葉
の
選
び
方
使
い
方
に
よ
っ
て
よ
り
深

み
の
あ
る
俳
句
に
変
化
し
て
い
く
の
に
感
嘆
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
番
組
を
見
た
ら
、
俳
句
に

挑
戦
し
た
く
な
る
人
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か

と
、
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
ま
す
。

俳
句
の
歴
史
は
室
町
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
「
俳
諧
連
歌
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り

ま
し
た
。
「
俳
諧
」
と
は
、
戯
れ
や
お
ど
け
の

意
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
、
従
来
の
連
歌
の
よ
う

に
格
式
ば
ら
ず
に
世
俗
的
な
言
葉
を
使
っ
て
楽

し
む
も
の

で
し
た
。

最
初
の
人

が
五
・
七
・

五
音
の
句

(

長
句)

を

詠
み
ま
す
。

こ
の
第
一

句
目
を
発

句
と
い
い
、

時
候
の
挨

拶
が
わ
り

に
い
わ
ゆ

る
季
語
を
入
れ
る
の
が
習
い
で
す
。
続
け
て
別

の
人
が
七
・
七
音
の
句
（
短
句
）
を
つ
け
ま
す
。

こ
れ
を
脇
と
言
い
、
さ
ら
に
第
三
句
目
を
誰
か

が
詠
み
ま
す
。
こ
う
し
て
長
句
と
短
句
を
交
互

に
詠
ん
で
い
き
、
三
十
六
句
目
ま
で
続
け
る
遊

び
で
す
。

俳
諧
師
と
し
て
有
名
な
人
た
ち
が
出
現
す
る

の
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
俳
諧
を
そ
れ

ま
で
の
言
語
遊
戯
か
ら
芸
術
の
領
域
ま
で
に
高

め
た
の
が
松
尾
芭
蕉
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

時
は
明
治
時
代
に
移
り
、
正
岡
子
規
に
よ
っ

て
「
俳
句
」
が
文
芸
と
し
て
確
立
す
る
の
で
す

が
、
「
俳
諧
連
歌
」
の
最
初
の
「
発
句
」
こ
そ

が
俳
句
の
原
形
な
の
で
す
。
つ
ま
り
五
・
七
・

五
の
十
七
音
に
季
語
を
入
れ
た
有
季
定
型
が
俳

句
の
基
本
的
な
形
式
で
す
。

俳
句
は
、
心
地
よ
い
韻
律(

リ
ズ
ム)

を
感
じ

ま
す
。
十
七
音
と
言
う
よ
り
五
・
七
・
五
で
成

り
立
つ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
古
く
か
ら
五
七

調
や
七
五
調
の
和
歌
が
詠
ま
れ
、
新
し
く
は
新

体
詩
、
他
に
民
謡
や
童
謡
、
歌
謡
曲
も
五
音
七

音
の
日
本
語
の
調
べ
が
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
日
本
語
の
リ
ズ
ム
が
俳
句
を
支
え
て

い
る
と
言
え
ま
す
。

俳
句
に
挑
戦
す
る
に
は
季
語
を
知
る
こ
と
が

必
須
で
す
。
俳
句
で
用
い
る
季
語
は
「
歳
時
記
」

と
い
う
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
俳
句
で

詠
ま
れ
る
季
節
は
、
日
常
で
感
じ
る
よ
り
早
目

に
始
ま
り
ま
す
。
季
節
を
表
す
言
葉
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
24
節
気
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ

で
立
春
か
ら
立
夏
の
前
日
ま
で
が
「
春
」
と
な

り
ま
す
。
以
下
夏
秋
冬
も
同
様
で
、
立
春(

２

月)

、
立
夏(

５
月)

、
立
秋(

８
月)

、
立
冬(

11

月)

と
季
節
の
始
ま
り
が
早
く
な
る
の
が
わ
か

り
ま
す
。

俳
句
の
季
節
は
、
春
夏
秋
冬
と
新
年(

元
旦

か
ら
15
日
ま
で)

が
あ
り
、
更
に
各
季
節
の
季

語
は
時
候
、
天
文
、
地
理
、
人
事
、
行
事
、
忌

日
、
動
物
、
植
物
な
ど
の
項
目
に
分
類
さ
れ
て

い
ま
す
。
歳
時
記
に
は
興
味
深
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、
こ
れ
を
読
む
だ
け
で
も
な
か
な

か
楽
し
い
も
の
で
す
。

「
風
光
る
」
「
水
温
む
」
「
半
夏
生
」
「
鰯

雲
」
「
寒
稽
古
」
な
ど
一
目
で
季
節
が
浮
か
び
、

一
度
使
っ
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
な
季
語
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
歳
時
記
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
季
語
を
使
っ
た
俳
句
も
一
緒
に
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
使
い
方
も
理
解
で
き
ま
す
。

い
い
俳
句
に
た
く
さ
ん
触
れ
る
こ
と
、
よ
り

多
く
の
季
語
に
慣
れ
る
こ
と
が
上
達
す
る
た
め

の
基
本
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
歳
時
記
を
手
元
に

お
い
て
、
さ
ぁ
、
俳
句
を
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

高
９
回
卒
の
西
堀
寛
厚
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、

俳
句
を
提
供
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
情
景
を
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

犬
の
句

西
堀
寛
厚

私
は
犬
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
犬
の
句

を
た
く
さ
ん
作
り
ま
し
た
。

次
は
三
紙
誌
に
入
選
し
た
拙
句
で
す
。

ホ
ト
ト
ギ
ス

十
句

雪
降
る
や
遺
伝
子
は
る
か
ス
イ
ス
犬

犬
と
行
く
歩
道
に
残
る
寒
さ
か
な

犬
と
わ
が
体
温
の
差
や
そ
ぞ
ろ
寒

犬
の
毛
の
逆
立
ち
を
り
ぬ
神
無
月

犬
の
行
く
方
へ
歩
め
り
冬
の
果

犬
曳
き
て
腰
に
さ
し
た
る
団
扇
か
な

石
段
を
上
り
て
犬
と
門
涼
み

犬
逝
き
し
庭
の
静
寂
や
薄
紅
葉

数
へ
日
の
目
に
も
耳
に
も
逝
き
し
犬

春
の
川
犬
の
思
ひ
出
あ
り
あ
り
と

京
都
新
聞
俳
壇

九
句

犬
連
れ
て
人
渡
り
ゆ
く
冬
の
橋

白
き
息
犬
に
か
け
れ
ば
尾
を
振
り
ぬ

春
障
子
犬
は
は
げ
し
く
人
呼
べ
り

犬
止
め
て
し
ば
し
緑
陰
の
人
と
な
る

犬
と
あ
る
時
は
さ
ら
な
り
夜
の
長
し

犬
に
膝
舐
め
ら
れ
て
ゐ
る
端
居
か
な

犬
の
堀
り
し
穴
に
一
葉
鎮
も
れ
り

す
で
に
犬
の
丸
く
寝
ぬ
る
や
秋
の
風

美
人
だ
と
犬
褒
め
ら
る
る
小
春
か
な

日
本
の
民
芸
俳
壇

三
句

犬
に
吾
は
寝
正
月
だ
と
言
ひ
ふ
く
め

手
枕
で
犬
の
寝
て
ゐ
る
暮
春
か
な
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