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第
41
回 

全
国
児
童
生
徒
俳
句
大
会
に
寄
せ
て 

                 

選
者 

牧
野
桂
一 

 

児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
作
品
に
よ
る
俳
句
の
特
性
と
理
解 

 
 児

童
生
徒
俳
句
大
会
の
選
評
を
終
え
る
に
当
た
り
︑
今
回
の
俳
句
大
会
募
集
作
品
の
全

般
的
な
特
徴
と
と
も
に
一
万
句
近
く
の
皆
さ
ん
の
作
品
を
選
句
し
︑
選
評
を
書
い
て
い
く

中
で
気
づ
い
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
︑
今
回
も
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ

い
て
︑
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
︑
俳
句
を
作
る
こ
と
の
意
味
や
楽
し
く
俳
句
を
作
る
方
法

に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

 

俳
句
を
楽
し
く
作
る
た
め
に 

毎
年
︑
多
く
の
皆
さ
ん
が
︑
俳
句
大
会
の
た
め
に
た
く
さ
ん
の
俳
句
を
寄
せ
て
く
れ
て

い
ま
す
︒
ま
た
そ
の
た
め
に
多
く
の
先
生
方
や
指
導
者
の
方
々
が
︑
俳
句
作
り
を
通
し
て

子
ど
も
た
ち
と
関
わ
り
︑
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
個
性
を
認
め
︑
豊
か
な
感
性
を
育
み

な
が
ら
表
現
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒ 

そ
の
よ
う
な
人
達
と
と
も
に
改
め
て
私
た
ち
が
作

俳
句
に
つ
い
て
︑
﹁
俳
句

と
は
何
か
﹂
﹁
ど
う
す
れ
ば
共
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
俳
句
を
作
る
こ
と
が
で
き
る

か
﹂
﹁
人
の
作

俳
句
を
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
す
れ
ば
良
い
か
﹂
と
言
う
こ
と
を
皆
さ
ん

方
の
具
体
的
な
俳
句
や
先
人
の
残
さ
れ
た
俳
句
な
ど
を
参
考
に
し
て
具
体
的
に
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

こ
こ
で
︑
俳
句
を
作
る
こ
と
で
皆
さ
ん
と
共
通
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
俳
句
は
長
い
歴
史
を
も
つ
文
学
作
品
と
言
う
特
性
か
ら
︑
算

数
や
数
学
の
よ
う
に
何
か
一
つ
の
正
し
い
答
え
を
出
す
と
言
う
こ
と
は
難
し
い
と
言
う
こ

と
で
す
︒
な
ぜ
か
と
い
え
ば
︑
一
人
一
人
に
一
つ
一
つ
の
俳
句
に
対
す
る
考
え
方
や
俳
句

観
が
あ

少
し
ず
つ
み
ん
な
違

か
ら
で
す
︒ 

﹁
俳
句
と
は
こ
う
言
う
も
の
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
作
る
﹂
と
言
う
よ
う

な
固
定
的
な
考
え
方
を
し
た
り
人
に
押
し
つ
け
た
り
し
な
い
で
︑
俳
句
に
向
か
う
こ
と
が

大
切
に
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
俳
句
を
作
る
と
き
に
は
︑
十
七
音
を
基
本
に
し
な
が
ら
︑

見
る
も
の
︑
聞
く
も
の
な
ど
自
分
の
感
動
し
た
こ
と
を
好
き
な
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
く

と
言
う
よ
う
に
幅
広
く
考
え
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
考
え
方
も
幅
広
く
受
け
入
れ
な
が
ら

俳
句
を
作

何
よ
り
大
切
に
な
り
ま
す
︒ 

 

﹁
上
手
で
あ
る
と
か
︑
下
手
で
あ
る
﹂
と
か
﹁
俳
句

い
﹂
と
か
言
う
こ
と
は
あ
ま
り
気
に
し
な
い
で
︑
ま
ず
気
楽
に
自
由
に
考
え
て
俳
句
を
作

り
始
め
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
﹁
い
ま
自
分
が
こ
こ
に
こ
の
よ
う
に
生
か

さ
れ
て
い
る
﹂
と
言
う
こ
と
を
全
身
で
感
じ
取
る
こ
と
が
俳
句
を
作
る
こ
と
の
出
発
点
に

し
た
い
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
自
分
が
い
ま
人
間
と
し
て
何
か
を
見
て
︑
何
か
に
触
れ
︑
何

か
を
聞
き
︑
何
か
を
味
わ
い
︑
何
か
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
言
う
こ
と

り
受
け
止
め
る
の
で
す
︒
そ
う
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
中
に
自
分
の
想
い
が
湧
い
て
く

る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
そ
の
想
い
が
十
七
音
と
言
う
限
ら
れ
た
言
葉
に
な

立
ち
上

疑
い
な
く
自
分
が
一
人
の
人
間
と
し
て
こ
こ
に
生
き
て
い

る
と
言
う
証
が
︑
十
七
音
の
言
葉
と
し
て
花
開
い
て
く
る
の
で
す
︒
百
人
百
様
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
顔
が
違
う
よ
う
に
︑
同
じ
も
の
に
接
し
て
も
︑
人
の
思
い
は
そ
れ
ぞ
れ
百
様
の
花
に

開
く
の
で
す
︒
そ
れ
を
う
ま
く
言
葉
で
表
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
︑
う
ま
く
で
き
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
で
も
心
配
し
な
い
で
︑
そ
れ
を
今
の
自
分
の
言
葉
で
書
き
と
め
て

お
く
の
で
す
︒
上
手
に
言
え
た
と
き
よ
り
上
手
に
言

時
の
方
が
︑
俳
句
と
し

て
は
心
が
こ
も
り
︑
読
ん
で
く
れ
る
人
の
心
に
も
素
直
に
伝
わ
る
と
言
う
こ
と
も
よ
く
あ

り
ま
す
︒ 

 

俳
句
は
︑
十
七
音
し
か
な
く
て
︑
言
い
た
い
こ
と
が
思
い
切

言
え
な
い
よ
う
な
と

こ
ろ
の
あ
る
文
学
で
す
か
ら
︑
上
手
に
言

方
が
︑
返

多
く
の
想

い
や
感
動
を
人
に
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
︒ 

例
え
ば
︑
昨
年
行
わ
れ
た

Ｗ
Ｂ
Ｃ
︶

の
準
々
決
勝
で
３

を
打

日
本
を
勝
利
に
導
い
た
岡
本
和
真
選
手
は

で
感
想
を
聞
か
れ
﹁
最
高
で
す
﹂
と
一
言
で
答
え
て
い
ま
し

た
︒
そ
の
後
︑
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
何
度
も
聞
か
れ
ま
し
た
が
︑
や
は
り
﹁
最
高
で
す
﹂

と
一
言
で
答
え
て
い
ま
し
た
︒
六
回
目
に
聞
か
れ
た
と
き
に
は
︑
胸
の
想
い
を
言
葉
に
し

よ
う
と
涙
を
た
め
て
言
葉
を
探
し
て
い
ま
し
た
が
︑
や
は
り
﹁
最
高
で
す
﹂
と
精
一
杯
の

真
実
を
込
め
て
一
言
で
答
え
ま
し
た
︒
そ
の
時
球
場
に
は
最
高
の
拍
手
が
起
こ
り
︑
そ
の

言
葉
を
聞
い
た
観
客
も
最
高
の
感
動
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
︑
上
手
に
喋

れ
な
い
こ
と
や
︑
多
く
を
喋

大
き
な
感
動
を
呼
ぶ
こ
と
を
岡
本

和
真
選
手
の
一
言
は
私
た
ち
に
実
感
と
し
て
教
え
て
く
れ
ま
し
た
︒ 

 

ま
た
︑
俳
句
で
も
う
一
つ
の
大
切
な
こ
と
と
し
て
﹁
俳
句
は
一
人
称
の
文
学
﹂
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
﹁
自
分
の
想
い
を
書
く
﹂
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
自
分
の
想
い
を
正
直

に
書
こ
う
と
す
れ
ば
︑
そ
の
想

見
つ
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
自
分
の
想

い
を
見
つ
め
る
こ
と
は
︑
向
き
合

対
象
を
よ
く
よ
く
見
つ
め
る
こ
と
に
も
な
り
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ま
す
︒
そ
れ
は
︑
今
ま
で
気

自
分
を
発
見
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
︒

こ
れ
ま
で
の
俳
句
大
会
の
作
品
は
︑
こ
の
よ
う
な
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
︑

一
人
一
人
の
作
品
は
︑
﹁
他
人
ご
と
で
は
な
く
﹂
自
分
の
た
め
に
自
分
自
身
を
書
い
て
い

る
と
言
う
こ
と
に
も

︒ 
 

俳
句

世
界
一
短

詩

 
  

現
代
で
は
世
界
中
の
人
た
ち
が
︑
俳
句
を
作

︑
そ
こ
で

共
通
に
な
る

が
﹁
世
界
一
短
い
詩
﹂
と
言
う
こ
と
で
す
︒
つ
ま
り
﹁
俳
句
は

世
界
の
最
短
詩
﹂
と
言
う
こ
と
な
の
で
す
︒ 

 

俳
句
は
︑
﹁
五
七
五
﹂
の
音
︵
文
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︶
が
基
本
に
な
り
ま
す
の
で
︑

世
界
で
一
番
短
い
﹁
十
七
音
﹂
の
定
型
詩
に
な
り
ま
す
︒
簡
単
に
い
え
ば
﹁
十
七
音
詩
﹂

と
言
う
こ
と
で
︑
児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
初
代
の
選
者

角
川
春
樹
先
生
は
︑
こ

の
よ
う
な
俳
句
の
基
本
を
踏
ま
え
て
俳
句
を
﹁
魂
の
一
行
詩
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

こ
の
短
さ
を
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
て
き
た
先
人
の
俳
句
作
品
の
中
で
確
認
し
て
い
く

と
︑
十
七
音
に
は
届
か
な
い 

 

咳
を
し
て
も
一
人       

 

尾
崎
放
哉 

動
け
ば
寒
い          

 
  

橋
本
夢
道 

 

シ

雑
草
に
ぶ
つ
か
け
て
お
く 

 
 

栗
林
一
石
路 

と
言
う
よ
う
な
短
い
も
の
か
ら
︑
十
七
音
を
超
え
る 

凡
そ
天
下
に
去
来
程
の
小
き
墓
に
参
り
け
り 

 
 

 
 

 
 

 

高
浜
虚
子 

太
陽
の
し
た
に
こ
れ
は
淋
し
き  

 
 

 
 

 
 

 
      

荻
原
井
泉
水 

う
ど
ん
供
え
て
︑
母
よ
︑
わ
た
く
し
も
い
た
だ
き
ま
す
る 

 

種
田
山
頭
火 

ど
つ
と
笑
ひ
し
が
わ
れ
に
は
病
め
る
母
あ
り
け
り 

       

栗
林
一
石
路 

妻
よ 

お
ま
え
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
か
わ
い
ん
だ
ろ
う
ね 

 
 

 

橋
本
夢
道 

 

と
言
う
よ
う
な
か
な
り
長
い
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
俳
句
の
長
さ
は
︑
分
か
り
や

す
く
い
え
ば
﹁
一
息
で
い
え
る
く
ら
い
の
長
さ
﹂
と
言
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
︒
高
浜

虚
子
は
そ
の
こ
と
を
﹁
俳
句
は
胸
に
た
め
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
ひ
と
息
に
も
ら
す

よ
う
な
も
の
﹂
と
言

い
ま
す
︒
こ
れ
ま
で
の
私
た
ち
の
俳
句
大
会
の
募
集
作
品
の
中

に
は
︑
十
七
音
よ
り
短
い
も
の
や
長
い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
︑
残
念
な
が
ら

そ
れ
ら
の
中
に
は
優
れ
た
作
品
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
な
作
品
は
ほ
と
ん
ど
無
く
︑
基

本
的
に
は
十
七
音
を
中
心
に
表
現
し
た
俳
句
作
品
で
し
た
︒ 

 

俳
句

十
七
音

定
型
詩 

こ
の
よ
う
に
俳
句
は
︑
五
七
五
の
十
七
音
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
中
に
は
全

体
は
十
七
音
で
す
が
︑
七
五
五
や
五
七
七
の
よ
う
に
読
み
方
が
跨
が
る
よ
う
な
俳
句
も
あ

り
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
十
七
音
で
構
成
さ
れ
て
い
て
も
︑
句
跨
が
り
に
な
り
リ
ズ
ム
が
五

七
五
で
は
な
い
俳
句
を
﹁
定
型
﹂
の
俳
句
に
対
し
て
﹁
破
調
﹂
の
俳
句
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
俳
句
の
五
七
五
音
の
定
型
音
律
か
ら
は
少
し
は
み
出
し
︑
七
七
五
や

八
七
六

い
た
り
︑
五
六
五
や
五
七
四
な
ど
の
よ
う
に
字
足
ら
ず

﹁
字
余
り
﹂
や
﹁
字
足
ら
ず
﹂
の
句
も
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
ら
も
一
応
定
型
の
枠
組
み
の

中
に
入
れ
て
考
え
て
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
破
調
の
俳
句
も
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
き
て
い

ま
す
の
で
︑
今
回
も
入
選
の
句
に
入

 
 俳

句

詩

 

一
方
︑
﹁
俳
句
は
詩
で
あ
る
﹂
と
言
う
こ
と
で
い
え
ば
︑
﹁
詩
は
心
に
感
じ
た
こ
と
を

一
定
の
リ
ズ
ム
と
形
式
に
あ
て
は
め
て
︑
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
﹂
な
の
で
︑
日
常
で
私

た
ち
が
使
う
文
章
の
よ
う
な
散
文
と
は
違
う
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
俳
句

を
含
め
た
詩
と
言
う
の
は
︑
言
葉
の
表
面
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
︑
美
し
い
言
葉
で
呼

び
か
け
て
︑
注
意
や
自
覚
︑
良
心
な
ど
を
表
現
す
る
文
学
の
一
つ
の
形
式

の
で
す
︒
ま
た
︑
一
定
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
韻
文
で
効
果
的
に
感
動
や
叙
情
︑
心
の
動
き
な

ど
を
表
す
た
め
の
表
現
上
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
︒ 

簡
単
に
言
え
ば
俳
句
は
︑
感
動
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
十
七
音
定
型
詩
な
の
で

俳
句
大
会
に
お
い
て
も
︑
今
回
の
入
賞
・
入
選
作
品
に

は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
基
本
的
に
は
︑
﹁
詩
﹂
か
ら
離
れ
た
︑
散
文
的
な
傾
向
の
強

い
も
の
や
説
明
的
な
傾
向
の
強
い
も
の
は
入
賞
・
入
選
作
品
か
ら
は
外
し
て
い
ま
す
︒ 

俳
句
が
﹁
詩
﹂
で
あ
る
こ
と
の
最
も
大
切
な
条
件
は
︑
そ
の
作
者
に
し
か
経
験
を
し
た

こ
と
が
な
い
発
見
や
驚
き
︑
悲
し
み
や
喜
び
な
ど
深
い
﹁
感
動
﹂
が
あ
る
こ
と
で
す
︒
読

む
人
は
︑
作

人
の
感
動
に
共
感

自
然
や
人
間
な
ど
に
つ
い
て

深
く
考
え
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒ 

 

毎
回
︑
作
品
を
選
句
し
て
い
く
中
で
︑
日
記
や
作
文
の
中
に
出
て
く
る
説
明
文
の
よ
う

な
作
品
も
多
く
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
ら
は
︑
読
む
人
に
は
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
は
よ
く
分
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か
る
の
で
す
が
﹁
あ
あ
そ
う
で
す
か
﹂
と
受
け
取

作

人
の
感

動
が
伝

俳
句
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
俳
句
を
﹁
あ
あ
そ
う
で
す
か
俳

句
﹂
な
ど
と
言
い
ま
す
︒
芭
蕉
も
そ
の
よ
う
な
説
明
的
散
文
的
な
俳
句
に
対
し
て
﹃
去
来

抄
﹄
と
言
う
書
物
の
中
で
﹁
い
ひ
お
ほ
せ
て
何
か
あ
る
﹂
つ
ま
り
︑
﹁
説
明
し
つ
く
し
た

と
し
て
も
そ
れ
は
な
ん
に
な
る
︒
そ
れ
は
俳
句
と
し
て
の
価
値
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
﹂
と
言

説
明
的
な
表
現
を
戒
め
て
い
ま
す
︒ 

こ
こ
で
︑
﹁
い
い
過
ぎ
﹂
や
﹁
説
明
し
す
ぎ
﹂
﹁
散
文
的

﹂
俳
句
に
つ

い
て
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
︑
面
白
い
事
例
が
あ
り
ま
し
た
の
で
︑
そ
れ
を
紹
介
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

 

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
﹁
コ
ス
モ
ス
や
﹂
の
句
で
︑
﹁
コ
ス
モ
ス
や
風
に

揺
れ
た
る
こ
こ
ろ
も
ち
﹂
と
言
う
も
の
で
し
た
︒
同
じ
よ
う
な
句
が
︑
本
大
会
の
投
句
作

品
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
︑
よ
く
見
か
け
る
説
明
的
な
句
の
特
徴
を
表
し
て
い
ま
す
︒
こ
の

句
を
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
︑
一
見
い
い
句
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑

﹁
風
に
揺
れ
る
﹂
と
言
う
の
は
﹁
コ
ス
モ
ス
﹂
と
言
う
言
葉
の
中
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い

る

な
の
で
す
︒
つ
ま
り
﹁
い
わ
ず
も
が
な
﹂
の
こ
と
な
の
で
す
︒
コ
ス
モ
ス
と

い
え
ば
︑
﹁
風
に
揺
れ
る
﹂
﹁
ピ
ン
ク
﹂
﹁
や
さ
し
い
﹂
﹁
は
か
な
い
﹂
と
言
う
よ
う
な

言
葉
は
︑
誰
で
も
が
普
通
に
思
い
浮
か
べ
る
一
般
的
な
言
葉
な
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
﹁
コ

ス
モ
ス
﹂
に
対
し
て
﹁
風
に
揺
れ
た
る
﹂
と
言
う
の
は
コ
ス
モ
ス
の
一
般
的
な
説
明
を
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
︑
わ
ざ
わ
ざ
短
い
十
七
音
の
中
で
言
わ
な
く
て
も
い
い
こ
と

な
の
で
す
︒ 

 

︑
そ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ス
の
も
つ

は
︑
﹁
コ
ス
モ
ス
﹂
と
言
う

言
葉
に
任
せ
て
し
ま
い
︑
作
者
は
深
入
り
し
て
説
明
せ
ず
に
省
略
す
る
こ
と
が
俳
句
を
作

る
と
き
に
は
大
切
な
の
で
す
︒ 

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
昔
か
ら
﹁
板
敷
き
に
下
女
取
り
落
と
し
た
る
海
鼠
か
な
﹂
と
言

う
俳
句
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒
最
初
の
省
略
は
︑
﹁
板
敷
き
に
落
と
し
た
る
海

鼠
か
な
﹂
と
言
う
よ
う
に
﹁
下
女
﹂
と
言
う
言
葉
の
省
略

省
略
し

て
﹁
取
り
落
と
し
取
り
落
と
し
た
る
海
鼠
か
な
﹂
と
﹁
板
敷
き
に
﹂
と
言
う
言
葉
を
省
略

す
る
よ
う
に
推
敲
す
る
の
で
す
︒ 

 

現
代
で
は
生
活
が
複
雑
に
な
り
︑
見
る
も
の
︑
聞
く
も
の
︑
感
じ
る
も
の
も
複
雑
に

中
で
︑
い
い
た
い
こ
と
︑
訴
え
た
い
こ
と
が
︑
十
七
音
の
枠
を
越
え
て
い
く

こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
す
が
︑
俳
句
で
は
︑
そ
の
言
い
た
い
こ
と
を
省
略
し
て
十
七

音
に
ま
と
め
て
表
現
す
る
の
で
す
︒
そ
う
言
う
意
味
で
言
え
ば
︑
俳
句
は
も
の
を
言
わ
な 

い
と
言
う
か
︑
も
の
が
言
え
な
い
﹁
省
略
の
文
学
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
︒ 

 

俳
句
の
も
う
一
つ
の
特
性
と
し
て
季
語
が
あ
り
ま
す
︒
﹁
季
語
﹂
と
は
季
節
を
表
す
言

葉
で
︑
俳
句
で
は
一
句
に
一
つ
の
季
語
を
入
れ
る
と
言
う
約
束
事
が
あ
り
ま
す
︒ 

 

夏
草
や
兵
の
ど
も
が
夢
の
跡 

 
 

松
尾
芭
蕉 

 

こ
の
句
は
有
名
な
芭
蕉
の
﹃
奥
の
細
道
﹄
の
中
に
出
て
く
る
一
句
な
の
で
す
が
︑
こ
こ
で

は
﹁
夏
草
﹂
が
夏
を
表
す
季
語

 

こ
の
季
語
に
つ
い
て
︑
季
語
と
季
題
を
使
い
分
け
て
使
う
人
も
い
ま
す
︒
そ
の
場
合
の 

季
語
は
季
節
を
表
す
言
葉
全
般
を
さ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
季
題
は
俳
句
を
作
る
時
の

﹁
席
題
﹂
な
ど
の
題
に
す
る
季
語
の
こ
と
を
言
い
ま
す
︒ 

題
詠
で
季
語
を
題
に
す
る
と

き
︑
そ
の
季
語
の
こ
と
を
季
題
と
し
て
︑
季
語
と
言
う
言
葉
と
は
使
い
分
け
る
の
で
す
︒

し
か
し
︑
こ
こ
の
説
明
に
お
い
て
は
︑
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
季
題
も
季
語
も

区
別
せ
ず
一
つ
に
ま
と
め
て
﹁
季
語
﹂
と
言
う
言
葉
と
し
て
使

す
︒ 俳

句
は
十
七
音
と
言
う
短
い
表
現

感
動
を
人
に
伝
え
る
た
め

に
は
︑
ど
う
し
て
も
一
句
の
中
に
は
︑
普
通
の
言
葉
と
は
次
元
の
違
う
印
象
的
で
象
徴
的

な
強
い
言
葉
が
求
め
ら
れ
ま
す
︒
俳
句
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
言
葉
を
季
語
と

し
て
一
句
の
中
に
取
り
入
れ
て
︑
詩
情
を
高
め
て
き
ま
し
た
︒ 

特
別
な
場
合
は
別
と
し
て
︑
季
語
が
入

有
季
﹂
と
言
う
の
が
︑
俳
句
を
作

る
時
の
伝
統
的
な
約
束

季
語
も
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変

て
き
て
い
ま
す
の
で
︑
季
語
に
対
す
る
受
け
止
め
方
も
人

様
々

考

え
方
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
︒
中
に
は
︑ 

し
ん
し
ん
と
肺
碧
き
ま
で
海
の
た
び 

 
 

 
 

篠
原
鳳
作 

湾
曲
し
火
傷
し
爆
心
地
の
マ
ラ
ソ
ン 

 
 

 
 

 

金
子
兜
太 

戦
争
が
廊
下
の
奥
に
立

て
ゐ
た 

 
 

 
 

 
 

渡
辺
白
泉 

柱
の
燃
ゆ
る
都
か
な 

  
 

 

三
橋
敏
雄 

広
島
や
卵
食
う
時
口
開
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

西
東
三
鬼 

木
の
股
の
猫
の
向
こ
う
の
空
気
か
な 

 
 

 
 

 
 

橋
閒
石 

号
泣
や
た
く
さ
ん
息
を
吸

 
 

 
 

 
 

池
田
澄
子 
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と
言
う
よ
う
な
季
語
の
な
い
無
季
の
俳
句
を
作
る
人
も
い
ま
す
が
︑
そ
の
場
合
で
も
一
句

の
中
に
は
︑
季
語
に
代
わ
る
詩
的
な
象
徴
的
な
言
葉
が
﹁
詩
語
﹂
と
し
て
位
置
づ
い
て
い

ま
す
︒ 

歳
時
記
を
開
い
て
み
ま
す
と
︑
現
代
俳
句
協
会
が
中
心

編
纂
し
た
﹃
現
代
俳

句
歳
時
記
﹄
に
は
︑
季
語
の
な
い
無
季
の
俳
句
を
﹁
雑
﹂
の
部
と
し
て
た
く
さ
ん
取
り
上

げ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
﹃
季
題
別
飯
田
龍
太
全
句
集
﹄
で
は
︑
季
語
の
な
い
俳
句
を

﹁
雑
﹂
と
し
て
十
九
句
︑
別
に
取
り
上
げ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
︒ 

季
語
の
な
い
俳
句
を
東
北
大
震
災
の
惨
事
を
特
集
し
た
俳
句
雑
誌
の
中
で
見
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
時
︑
有
季
定
型
を
基
本
と
す
る
俳
人
が
無
季
の
俳
句
を
発
表
し
て
い

ま
し
た
︒
私
は
発
表
さ
れ
た
俳
句
を
見
て
あ
の
よ
う
な
惨
事
の
中
で
は
季
語
を
越
え
た
表

現
に
な
る
こ
と
を
改
め
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
︒ 

ま
た
︑
一
方
で
﹁
冬
の
朝
ガ
ラ
ス
細
工
の
か
た
つ
む
り
﹂
の
中
で
も
説
明
し
ま
し
た

が
︑
季
語
の
重
な
る
﹁
季
重
な
り
﹂
も
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒ 

﹁
季
重
な
り
﹂
は
︑
一
つ
の
俳
句
に
季
語
が
二
つ
以
上
入

俳
句
を
い
い
ま

す
︒
原
則
と
し
て
︑
一
つ
の
俳
句
に
季
語
は
一
つ
で
作
る
の
が
俳
句
を
作
る
と
き
の
暗
黙

の
約
束

一
句
の
中
に
仮
に
二
つ
の
季
語
が
使
わ
れ
て
い
た
と

し
て
も
︑
そ
の
ど
ち
ら
か
に
︑
明
ら
か
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
れ
ば
︑
必
ず
し
も
俳
句
と

し
て
だ
め
な
作
品
と
言
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
俳
句
の
約
束
事
に
な
れ
る
ま

で
は
︑
季
重
な
り
の
句
は
で
き
る
だ
け
避
け
た
方
が
俳
句
と
し
て
の
乱
れ
は
少
な
く
な
り

ま
す
︒ 

こ
の
﹁
季
重
な
り
﹂
に
つ
い
て
は
︑ 

秋
風
や
桐
に
動
い
て
つ
た
の
霜 

 
 

 
 

 

芭
蕉 

 

稲
こ
き
の
姥
も
め
で
た
し
菊
の
花 

 
 

 
 

芭
蕉 

ほ
と
と
ぎ
す
啼
く
や
五
尺
の
菖
草 

 
 

 
 

芭
蕉 

鴬
や
卒
然
と
し
て
霞
め
る
日 

 
 

 
 

 
 

虚
子 

春
寒
も
い
つ
ま
で
つ
づ
く
梅
椿 

 
 

 
 

 

虚
子 

蚊
の
去
り
し
あ
と
あ
か
つ
き
の
青
葉
木
兎 

 
 

 
 

   

秋
桜
子 

霜
月
の
霜
な
く
立
て
り
青
芭
蕉 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

秋
桜
子 

 

な
ど
芭
蕉
や
高
浜
虚
子
︑
水
原
秋
桜
子
な
ど
の
句
の
中
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
し
︑
歳

時
記
の
中
に
も
﹁
季
重
な
り
﹂
の
俳
句
は
見
か
け
ま
す
の
で
︑
季
語
が
重

け
で
は
︑
一
概
に
俳
句
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
︒ 

し
か
し
︑
十
七
音
と
言
う
短
い
一
句
の
中
で
季
語
の
よ
う
に
中
心
に
な
る
強
い
言
葉
が

二
つ
三
つ
と
重
な
る
と
俳
句
の
中
心
が
割
れ
て
し
ま
い
︑
ま
と
ま
り
が
な
く
な
り
美
的
で

は
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
中
心
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
︒
︵
こ
れ

も
河
東
碧
梧
桐
た
ち
の
無
中
心
俳
句
と
言
う
運
動
も
あ
り
ま
し
た
の
で
一
概
に
は
言
え
ま

せ
ん
が
・
・
・
︶ 

季
重

一
つ
の
季
語
が
強
く
て
主
に
な
り
︑
も

う
一
つ
の
季
語
が
副

支
え
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
︑
俳
句
と
し
て
立
派
に
成
り

立
ち
ま
す
の
で
︑
季
重
な
り
と
言
う
だ
け
で
︑
そ
の
一
句
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
︒ ま

た
︑
私
が
よ
く
﹁
季
重
な
り
﹂
の
俳
句
の
例
と
し
て
出
す
山
口
素
堂
の 

 

目
に
は
青
葉
山
ほ
と
と
ぎ
す
初
鰹 

 
 

山
口
素
堂 

 

と
言
う
有
名
な
句
な
ど
は
︑
三
つ
も
季
語
が
重

視
覚
と
し
て
の
﹁
目

に
は
青
葉
﹂
︑
聴
覚
と
し
て
の
﹁
山
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
︑
味
覚
と
し
て
の
﹁
初
鰹
﹂
と
言
う

よ
う
に
感
覚
で
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
﹁
季
重
な
り
﹂
が
逆
に
有
効
に
生
か
さ
れ
て

い
ま
す
︒ 

 
 

俳
句
で
は
︑
﹁
切
れ
﹂
が
大
切
で
あ
り
︑
﹁
切
れ
﹂
を
作
る
た
め
に
使
わ
れ
る
﹁
や
﹂

﹁
か
な
﹂
﹁
け
り
﹂
の
こ
と
を
切
れ
字
と
言
い
ま
す
︒
俳
句
で
は
こ
の
切
れ
字
が
特
に
大

切
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
切
れ
字
を
使

俳
句
と
し
て
は
︑ 

 

古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音 

 
 

松
尾
芭
蕉 

月
天
心
貧
し
き
町
を
通
り
け
り 

 
 

 
 

与
謝
野
蕪
村 

 

な
ど
が
特
に
有
名
で
教
科
書
の
中
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
︒
﹁
切
れ
﹂
が
あ
る
と
俳
句

が
引
き
締
ま
り
︑
余
韻
が
出
て
き
ま
す
︒
こ
の
﹁
切
れ
﹂
は
︑
俳
句
独
特
の
特
性
で
す
の

で
︑
き
ち
ん
と
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
俳
句
に
お
け
る
﹁
切
れ
﹂
を
見

て
い
く
と
︑
今
回
の
作
品
の
中
に
は
﹁
や
︑
か
な
︑
け
り
﹂
と
言
う
切
れ
字
を
使

な
い
の
で
す
が
︑ 
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﹃
し
し
お
ど
し
﹄
大
気
圏
ま
で
響
か
せ
る 

﹃
山
粧
う
﹄
父
の
選
ん
だ
ワ
ン

 

﹃
霜
柱
﹄
田
畑
を
起
こ
す
底
力 

﹃
冬
の
朝
﹄
ガ
ラ
ス
細
工
の
か
た
つ
む
り 

の
よ
う
に
上
五
の
名
詞
で
俳
句
が
切
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
俳
句
の
﹁
切
れ
﹂

は
︑
文
字
通
り
内
容
を
切
り
分
け
た
り
︑
余
韻
を
持
た
せ
た
り
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
︒

俳
句
は
最
短
詩
で
す
か
ら
︑
十
七
音
を
途
中
で
切

内
容
を
分
け
︑
余
韻
を
持
た
せ
る

こ
と
で
︑
詩
的
な
世
界
に
膨
ら
み
を
生
み
出
し
ま
す
︒ 

切
れ
字
の
役
目
は
︑
そ
の
前
の
語
句
の
意
味
を
強
調
し
た
り
︑
俳
句
を
詠
む
と
き
に
そ

こ
で
一
瞬
息
を
つ
い
た
り
し
て
︑
そ
の
語
の
持
つ
意
味
や
印
象
を
よ
り
鮮
明
に
印
象
深
く

す
る
な
ど
の
働
き
が
あ
り
ま
す
︒
五
七
五
を
切
れ
の
な
い
一
章
で
表
現
し
て
し
ま
う
と
︑

一
句
が
や
や
締
ま
り
の
な
い
感

ま
い
ま
す
︒
﹁
や
﹂
﹁
か
な
﹂
﹁
け
り
﹂

な
ど
の
終
助
詞
に
限
ら
ず
活
用
語
の
終
止
形
や
命
令
形
な
ど
︑
ま
た
名
詞
な
ど
も
︑
一
旦

そ
こ
で
切
れ
る
場
合
は
︑
広
い
意
味
で
は
︑
そ
れ
ら
も
切
れ
字
と
言
え
ま
す
︒ 

 

冬
の
水
一
枝
の
影
も
欺
か
ず 

 
 

中
村
草
田
男 

 

の
句
も
﹁
冬
の
水
﹂
で
一
旦
切
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
そ
れ
は
切
れ
字
と
言
う
こ
と
が
で
き

ま
す
︒
ま
た
︑
十
七
音
を
途
中
で
切

直
前
の
言
葉
を
強
調
し
た

り
︑
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
た
り
︑
感
動
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
詠
嘆
し
た
り
し
て
読
む
人
に
分

か
り
や
す
く
伝
え
て
く
れ
ま
す
︒
読
む
人
が
﹁
や
﹂
﹁
か
な
﹂
﹁
け
り
﹂
で
詠
嘆
さ
れ
る

と
な
ん
と
な
く
俳
句
ら
し
く
感
じ
る
の
も
そ
の
よ
う
な
働
き
が
あ
る
か
ら
で
す
︒ 

例
え
ば
﹁
目
の
前
に
真

赤
な
花
が
咲
い
て
い
る
︒
空
は
雲
ひ
と
つ
な
く
晴
れ
渡

い
る
︒
﹂
と
書
か
れ
た
ら
︑
眼
前
に
真

赤
な
花
が
残
さ
れ
た
ま
ま
︑
雲
ひ
と
つ
な
く
晴

空
に
映
像
が
映

直
前
の
花
の
色
が
強
調
さ
れ
瞼
に
残
り
ま
す
︒
こ

の
例
文
の
よ
う
な
働
き
が
俳
句
の
﹁
切
れ
﹂
に
は
あ
る
の
で
す
︒ 

さ
ら
に
も
う
一
つ
︑
一
句
の
中
の
﹁
切
れ
﹂
は
一
つ
だ
け
と
言
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
り

ま
す
︒
一
つ
の
俳
句
に
二
つ
の
切
れ
が
入

俳
句
は
﹁
三
段
切
れ
﹂ 

と
呼
ば
れ
︑
俳
句
に
お
け
る
﹁
切
れ
﹂
の
効
果
を
失

逆
に
一
句
が
ば
ら
ば

ら
に
な
り
︑
単
語
の
羅
列

俳

句
の
き
ま
り
と
し
て
﹁
絶
対
に
ダ
メ
だ
﹂
と
言
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
﹁
切
れ

字
﹂
を
使

俳
句
を
ぶ
つ
ぶ
つ
切

美
的
な
世
界
が
壊
さ
れ
て
粗
雑
に
な

り
︑
短
い
俳
句

味
わ
い
が
浅
く
な
る
の
で
︑

で
き
る
だ
け
避
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
︒ 

し
か
し
︑
水
原
秋
桜
子
は
最
後
の
辞
世
の
句
で
﹁
紫
陽
花
や
水
辺
の
夕
餉
早
き
か
な
﹂

と
言
う
﹁
や
﹂
﹁
か
な
﹂
の
重

句
を
作

中
村
草
田
男
は
︑
﹁
降

る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
﹂
と
言
う
よ
う
に
﹁
や
﹂
と
﹁
け
り
﹂
の
重

句

を
作

切
れ
字
﹂
を
二
つ
使

有
効
に
働

く
場
合
は
作
品
と
し
て
立
派
に
自
立
す
る
と
言
う
こ
と
で
す
︒ 

こ
こ
で
﹁
俳
句
の
切
れ
﹂
の
働
き
を
ま
と
め
て
み
る
と
︑
﹁
余
韻
を
も
た
せ
て
表
現
を

大
き
く
す
る
﹂
﹁
感
動
の
ポ
イ
ン
ト
を
分
か
り
易
く
す
る
﹂
と
言
う
こ
と
で
す
︒
ち
な
み

に
︑
こ
れ
ま
で
の
全
国
児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
選
で
﹁
や
︑
か
な
︑
け
り
﹂
な
ど
切
れ
字

が
二
つ
重

作
品
は
︑
入
賞
作
品
の
中
に
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
︑

入
選
作
品
の
中
に
は
入

 
 俳

句

構
成

 

五
七
五
の
十
七
音
が
ど
の
よ
う
な
組
み
立

俳
句
の
基
本

的
な
構
成
を
考
え
る
こ
と
が
と
て
も
重
要
に
な
り
ま
す
の
で
︑
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
︒ 

俳
句
で
は
︑
﹁
五
七
五
﹂
の
作
品
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
述
べ
る
方
法
を
﹁
一
句

一
章
の
句
﹂
と
か
︑
一
物
︵
い
ち
ぶ
つ
︶
仕
立
て
の
句
﹂
と
か
い
い
ま
す
︒
そ
の
例
と
し

て
は
︑ 流

れ
ゆ
く
大
根
の
葉
の
早
さ
か
な 

 
 

 

高
浜
虚
子 

谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ま 

 
 

 

杉
田
久
女 

滝
落
ち
て
群
青
世
界
と
ど
ろ
け
り 

 
 

水
原
秋
桜
子 

一
月
の
川
一
月
の
谷
の
中 

 
 

 
 

飯
田
龍
太 

再
軍
備
絶
対
反
対
胸
ま
で
焚
火 

 
 

 

柏
原
和
男 

野
に
来
れ
ば
野
に
は
と
ん
ぼ
の
眼
満
つ 

 
 

 

田
原
千
暉 

雛
壇
に
置
き
忘
れ
た
る
貝
釦 

 
 

 
 

 
 

飴
山
実 

草
餅
を
焼
く
天
平
の
色
に
焼
く 

 
 

 

有
馬
朗
人 
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蛇
下
げ
て
来
し
子
に
弥
撒
の
座
の
く
づ
れ 

 
 

 
  

 

宮
田
カ
イ
子 

雪
の
束
来
る
鯉
の
村 

 
 

松
田
ひ
ろ
む 

山
一
つ
超
せ
ば
余
寒
の
ピ
ア
ノ
鳴
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋
篠
光
広 

雑
煮
食
う
も
骨
を
拾
う
も
箸
の
国 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

河
野
輝
明 

村

夕
日
集
め
て
稲
を
刈
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

足
立
町
子 

か
た
つ
む
り
雨
の
ア
ン
テ
ナ
右
左   

 
 

  

樋
野
葵
人 

ゆ
た
ん
ぽ
の
祖
母
の
ぬ
く
も
り
抱
い
て
寝
る 

 
 

 
  

  

森
千
紘 

彼
の
名
を
つ
け
た
子
猫

 
 

 
  

住

奈
々 

少
年
の
手
話
に
か
ら
ま
る
花
の
雨 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

牧
野
桂
一 

 
 

 

な
ど
の
句
が
あ
り
ま
す
︒
今
大
会
作
品
で
は
︑ 

 

朝
顔
の
青
が
一
番
好
き
な
色 

 
 

 
 

松
尾
青
葉 

大
地
か
ら
力

桜
咲
く 

 
 

 
 

何
世
豪 

御
朱
印
の
止
め
跳
ね
ま
ね
て
筆
始
め 

 
 

 

福
良
隆
太 

新
し
い
制
服
を
着
て
墓
参
り 

 
 

 

河
野
向
日
葵 

高
気
圧
せ
り
出
す
空
を
鳥
渡
る 

 
 

 

吉
良
一
優 

 

な
ど
が
一
句
一
章
の
句
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
﹁
全
体
が
季
語
に
関
係
す
る

言
う
こ
と
で
す
︒
ま
た
︑
五
七
五
が
句
の
中
で
切
れ
て
い

る
の
を
﹁
二
句
一
章
の
句
﹂
と
か
取
り
合
わ
せ
の
句
﹂
と
か
言
う
の
で
す
が
︑
そ
の
例

と
し
て
︑ 

 

春
風
や
闘
志
抱
き
て
丘
に
立
つ 

 
 

 

高
浜
虚
子 

冬
菊
や
ま
と
ふ
は
お
の
が
ひ
か
り
の
み 

 
 

水
原
秋
桜
子 

藷
の
露
連
山
影
を
正
し
ゆ
う
す 

 
 

 
 

 
 

飯
田
蛇
笏 

女
来
と
帯
び
捲
き
出
る
百
日
紅 

 
 

 
 

石
田
波
郷 

萱
寒
し
日
本
国
立
療
養
所 

 
 

 
 

田
原
千
暉 

夕
焼
け
や
パ
ン
と
は
立
ち
て
食
う
も
の
か 

 
 

 

柏
原
和
男 

啄
木
忌
君
ら
が
灯
す
春
田
の
寮 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

古
沢
太
穂 

白
梅
や
仏
を
入
る
る
経
の
声 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飴
山 

実 

祇
園
会
や
千
の
乙
女
の
千
の
櫛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

有
馬
朗
人 

名
月
や
は
ば
た
く
も
の
を
籠
の
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋
篠
光
広 

一
月
や
捨
つ
べ
き
も
の
は
早
捨
て
て 

 
 

 
 

 
 

 

倉
田
紘
文 

吾
亦
紅
揺
れ
た
い
と
き
に
風
が
な
い 

 
 

 
 

 
 

 

足
立 

攝 

エ
プ
ロ
ン
の
袖
口
に
風
大
根
干
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
野
洋
子 

晩
秋
や
色
を
視
察
に
来
た
工
夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

畑
本
伸
行 

父

働
く
背
中
冬
木
立 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

神
野
知
希 

 

な
ど
の
俳
句
が
あ
り
ま
す
︒
今
大
会
の
作
品
で
は
︑ 

 

山
粧
う
父
の
選
ん
だ

 
 

 
 

 
 

 
 

 

安
居
瑞
海 

し
し
お
ど
し
大
気
圏
ま
で
響
か
せ
る 

 
 

 
 

 
 

 

白
須
璃
子 

昼
の
月
背
面
跳
び
で
抱
き
留
め
る 

 
 

 

松
井
宏
志
郎 

霜
柱
田
畑
を
起
こ
す
底
力 

 
 

 
 

吉
井
咲
喜 

冬
の
朝
ガ
ラ
ス
細
工
の
か
た
つ
む
り 

 
 

 
 

 
 

高
橋
美
優 

 

な
ど
が
二
句
一
章
の
作
品
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
﹁
﹃
季
語
﹄+

﹃
季
語
に

関
係
の
無
い
こ
と
﹄
﹂
や
﹁
﹃
季
語
に
関
係
の
無
い
こ
と
﹄+

﹃
季
語
﹄
﹂
と
言
う
こ
と

俳
句
を
鑑
賞
す
る
に
当

私
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
胸
に
伝

感
動
が
ど
の
よ
う
な
構
造

自
然
に
感
じ
て

い
る
よ
う
で
す
︒
俳
句
を
作

推
敲
し
た
り
す
る
と
き
に
こ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
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お
く
と
俳
句
の
世
界
が
広

思
い
ま
す
︒
イ

を
開
い
て
み
る

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
コ
ス
モ
ス
を
例
に
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒ 

﹁
コ
ス
モ
ス
﹂
は
四
音
に
な
り
ま
す
の
で
︑
上
の
五
音
に
す
る
た
め
に
何
か
一
音
足
す

必
要
が
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
﹁
コ
ス
モ
ス
の
﹂
﹁
コ
ス
モ
ス
を
﹂
﹁
コ
ス
モ
ス
に
﹂
な
ど

と
考
え
て
い
く
の
で
す
が
︑
そ
れ
の
中
で
一
句
一
章

を
少
し
紹
介
し

ま
す
︒ 

 

コ
コ
ス
モ
ス
は
ど
こ
に
あ
り
て
も
風
少
し   

細
見
綾
子 

コ
ス
モ
ス
も
す
が
れ
る
蝶
も
露
し
と
ど    

 
 

 

水
原
秋
桜
子 

コ
ス
モ
ス
は
き
り
か
ぶ
山
の
か
み
か
ざ
り 

 
 

宿
利
隆
太 

 

ま
た
︑
こ
の
コ
ス
モ
ス
で
二
句
一
章
の
句
に
す
る
た
め
に
﹁
コ
ス
モ
ス
﹂
に
切
れ
字
の

﹁
や
﹂
を
つ
け
て
﹁
コ
ス
モ
ス
や
﹂
と
し
て
い
ま
す
︒
﹁
や
﹂
は
切
れ
字
の
働
き
を
し
て

強
い
詠
嘆
を
表
し
ま
す
の
で
︑
﹁
美
し
い
な
あ
︒
も
う
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
コ
ス
モ
ス
が

咲
い
て
い
る
よ
﹂
と
か
﹁
わ
あ
︑
可
愛
ら
し
い
︒
こ
ん
な
所
に
コ
ス
モ
ス
が
咲
い
て
い
る

よ
﹂
と
言
う
よ
う
に
状
況
を
表
現
し
て
く
れ
ま
す
︒
そ
れ
ら
の
作
品
を
少
し
紹
介
し
ま

す
︒ 

 

コ
ス
モ
ス
や
二
戸
相
倚
れ
る
こ
け
ら
葺 

  
 

 
 

阿
波
野
青
畝 

コ
ス
モ
ス
や
倒
れ
ぬ
は
な
き
花
盛
り 

 
 

 
 

 

松
本
た
か
し 

コ
ス
モ
ス
や
光
か
が
や
く
墓
ば
か
り 

 
 

村
山
故
郷 

コ
ス
モ
ス
や
墓
銘
に
彫
り
し
愛
の
文
字 

  

富
安
風
生 

コ
ス
モ
ス
や
旅
路
は
同
じ
帰
路
を
と
る 

  

稲
畑
汀
子 

 

の
中
の
紹
介
で
は
︑
﹁
コ
ス
モ
ス
や
も
う
す
ぐ
妻
の
誕
生
日
﹂
と
言

う
句
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒ 

 
 

 

今
回
の
選
句
に
お
い
て
も
入
賞
︑
入
選
の
作
品
と
し
て
採
用

類

句
︑
類
想
句
︑
模
倣
句
と
言
う
問
題
が
あ
り
ま
す
︒
﹁
類
句
︑
類
想
句
︑
模
倣
句
﹂
は
︑

同
じ
よ
う
な
発
想
で
同
じ
よ
う
な
俳
句
を
作
る
と
言
う
こ
と
で
す
︒ 

俳
句
は
十
七
音
し
か
な
い
短
い
表
現
で
す
の
で
︑
似
た
よ
う
な
俳
句
や
全
く
同
じ
俳
句

が
生
ま
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
た
め
に
︑
様
々
な
俳
句
大
会
な
ど
に
お
い
て

も
工
夫
し
な
が
ら
類
句
︑
類
想
句
︑
模
倣
句
を
顕
彰
し
吟
味
し
て
入
賞
を
決
め
て
い
ま

す
︒ 

 

本
大
会
の
選
句
に
当

基
本
的
に
は
類
句
︑
類
想
句
は
入
賞
︑
入
選
句
か
ら

は
外
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
︒
類
句
︑
類
想
句
︑
模
倣
句
を
調
べ
る
た
め
に
今
回
も
︑
児

童
生
徒
俳
句
大
会
の
過
去
の
作
品
に
対
し
て
事
務
局
で
吟
味
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
全
国
的

な
大
会
で
の
入
賞
作
品
に
対
し
て
は
︑
連
携
し
て
い
る
各
種
俳
句
大
会
の
事
務
局
に
︑
今

次
大
会
の
特
選
以
上
の
入
賞
候
補
作
品
を
送
り
︑
詳
し
く
吟
味
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

そ
し
て
︑
そ
こ
で
類
句
・
類
想
性
や
模
倣
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
作
品
に
つ
い
て
は
︑
入

賞
や
特
選
か
ら
外
し
ま
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
類
想
句
や
模
倣
句
に
つ
い
て
は
︑
十
七
音
と

言
う
短
さ
を
特
徴
と
す
る
俳
句
の
持
つ
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
︑
似
た
よ
う
な
俳
句
や
全

く
同
じ
俳
句
が
生
ま
れ
る
の
は
常

大
き
な
俳

句
大
会
な
ど
に
お
い
て
も
過
去
に
他
の
大
会
で
入
賞
し
た
句
が
︑
別
の
俳
句
大
会
で
受
賞

し
た
り
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
﹁
受
賞
を
取
り

消
す
﹂
と
言
う
こ
と

 
 

し
か
し
︑
俳
句
を
作
る
と
き
に
︑
類
句
︑
類
想
句
を
恐
れ
て
︑
俳
句
を
の
び
の
び
作
る

こ
と
が
出
来

困
り
ま
す
の
で
︑
﹁
自
分
か
ら
進
ん
で
意
識
的
に

真
似
を
す
る
﹂
こ
と
は
避
け
る
と
し
て
も
︑
結
果
と
し
て
類
句
︑
類
想
句
に
な
る
こ
と

は
︑
必
要
以
上
に
気
に
し
な
い
で
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
有
名
な
芭
蕉
も

﹁
自
分
の
句
が
他
人
の
句
に
似
て
し
ま
う
よ
り
︑
実
は
自
分
が
似
た
よ
う
な
句
ば
か
り
作

気
付
か
な
い
も
の
で
す
︒
こ
れ
を
避
け
る
に
は
深
く
考
え
て
味
わ
い
な

が
ら
句
を
つ
く
る
こ
と
で
す
︒
も
し
︑
類
句
を
作

迷
わ
ず
自
分
の
句
を

捨
て
な
さ
い
﹂
と
言

芭
蕉
自
身
も
﹁
須
磨
は
暮
れ
明
石
の
方
は

あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
風
ぞ
ふ
く
﹂
と
言
う
歌
と
関

﹁
あ
か
あ
か
と
日

は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風 

芭
蕉
﹂
と
言
う
俳
句
を
作

ま
た
︑
別
の
例
に 

 
降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り 

    

中
村
草
田
男 

と
言
う
句
に
先
駆
け
て
︑ 

  

獺
祭
忌
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り 

 
    

志
賀
芥
子 

と
言
う
俳
句

言
う
こ
と
な
ど
有
名
な
話
も
あ
り
ま
す
︒ 
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他
に
も
﹁
良
寛
と
一
茶
﹂
に
︑ 

焚
く
ほ
ど
は
風
が
も
て
く
る
落
ち
葉
か
な  

 
 

良
寛 

焚
く
ほ
ど
は
風
が
く
れ
た
る
落
ち
葉
か
な 

 
 

 
 

一
茶 

や
﹁
池
西
言
水
と
山
口
誓
子
﹂
に
︑ 

凩
の
果
は
あ
り
け
り
海
の
音 

 
 

池
西
言
水 

海
に
出
て
木
枯
帰
る
と
こ
ろ
な
し 

 

山
口
誓
子 

﹁
川
端
茅
舎
と
多
賀
よ
し
子
﹂
に
︑ 

一
枚
の
餅
の
如
く
に
雪
残
る 

 
 

川
端
茅
舎 

一
枚
の
餅
の
如
く
に
乱
れ
た
く  

 
 

 
  

 
 

 

多
賀
よ
し
子 

﹁
森
澄
雄
と
鈴
木
真
砂
女
﹂
に
︑ 

豨
薟((

め
な
も
み)

や
旅
に
つ
か
れ
し
ふ
く
ら
は
ぎ 

 
 

森
澄
雄 

初
蛙
旅
の
疲
れ
の
ふ
く
ら
は
ぎ 

 
 

 
 

鈴
木
真
砂
女 

﹁
森
澄
雄
と
日
美
清
史
﹂
に
︑ 

か
た
か
ご
の
花
や
越
後
に
ひ
と
り
客 

 
 

 
森
澄
雄 

か
た
く
り
の
花
や
常
陸
に
ひ
と
り
客 

 

日
美
清
史 

 

﹁
池
田
澄
子
と
櫂
未
知
子
︑
奥
山
ま
や
﹂
に
︑ 

新
鮮
に
死
ん
で
い
る
な
り
桜
鯛 

 

池
田
澄
子 

い
き
い
き
と
死
ん
で
ゐ
る
な
り
水
中
花 

 
 

櫂
未
知
子 

い
き
い
き
と
死
ん
で
を
る
な
り
兜
虫 

 
 

 

奥
山
ま
や 
 

な
ど
と
上
げ
て
い
け
ば
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

今
回
も
既
に
他
の
大
会
で
賞
に
入

作
品
や
俳
句
の
書
籍
の
中
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
作
品
が
あ
り
ま
し
た
︒
考
え
方
に
よ
れ
は
︑
そ
の
作
品
は
誰
が
見
て
も
優
れ

て
い
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
す
が
︑
本
大
会
に
お
い
て
は
︑
先
に
発
表
し
た
作
品
を
優
先

す
る
と
言
う
こ
と
で
︑
す
で
に
発
表
さ
れ
た
作
品
が
あ
る
場
合
は
︑
入
賞
・
入
選
作
品
か

ら
外
す
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
他
に
も
全
く
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
と
て
も
よ
く
似
て

い
る
類
句
に
つ
い
て
も
︑
先
に
作

人
の
作
品
を
優
先
す
る
と
言
う
こ
と
で
︑
同
じ
よ

う
に
入
賞
・
入
選
か
ら
外
し
ま
し
た
︒ 

 俳
句

推
敲

 
 

俳
句
を
作

時
︑
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
﹁
推
敲
﹂

と
言
う
こ
と
で
す
︒
推
敲
と
言
う
の
は
︑
一
応

俳
句
を
も
う
一
度
見
直
し

て
の
質
を
高
め
る
た
め
に
︑
一
句
に
表
現
し
た
字
句
を
吟
味
し
て
︑
練
り
直
す
と
言
う
こ

と
で
す
︒
こ
こ
で
は
推
敲
し
て
い
く
時
に
特
に
大
切
に
な
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
ま

す
︒ ま

ず
最
初
に
︑
読
み
直
す
と
言
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
も
俳
句
で
す
の
で
︑
声
に
出
し

て
︑
で
き
れ
ば
朗
々
と
読
み
直
す
こ
と
が
と
て
も
重
要
に
な
り
ま
す
︒
芭
蕉
は
そ
の
こ
と

を
去
来
抄
の
中
で
﹁
舌
頭
千
転
せ
よ
﹂
と
言

︑
﹁
何
度
も
何
度
も
舌
の
上
に
乗
せ
て

読
み
返
す
こ
と
﹂
を
勧
め
て
い
ま
す
︒
俳
句
で
は
リ
ズ
ム
や
調
べ
が
特
に
大
切
で
す
の

で
︑
読
み
返
し
て
い
る
う
ち
に
よ
り
よ
い
リ
ズ
ム
の
あ
る
表
現
を
獲
得
で
き
る
の
で
す
︒ 

ま
た
︑
こ
の
読
み
返
し
は
︑
誤
字
脱
字
言
葉
遣
い
の
間
違
い
を
見
つ
け
る
こ
と
に
も
繋

が
り
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
読
み
返
し
の
中
で
︑
同
じ
音
の
繰
り
返
し
や
韻
の
踏
み
方
︑

あ
る
い
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
響
き
は
ど
う
か
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
︑

俳
句
と
し
て
よ
り
深
い
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒ 

 

次

俳
句
を
客
観
的
に
他
人
の
目

読
み
直
す
こ
と
も

必
要
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
時
︑
自
分
の
表
現

素
直
に
書
け
て
い
る
か

ど
う
か
と
言
う
こ
と
と
か
︑
人
が
読
ん
で
真
意
が
伝
わ
る
表
現

言
う

こ
と
を
吟
味
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
た
め
に
は
︑
作

俳
句
を
一

日
お
い
て
推
敲
す
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
︑ 

一
方
︑
季
語
や
言
葉
︑
語
彙
の

を
し
て
い
く
こ
と
も
作
品
を
仕
上
げ
る
た
め

に
は
と
て
も
大
切
に
な
り
ま
す
︒
季
語
の
使
い
方
は
︑
特
に
重
要
で
す
の
で
︑
有
効
に
働

い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
︑
別
の
季
語
に
置
き
換
え
を
し
た
方
が
良
い
の
で
は
ど

う
か
と
言
う
こ
と
な
ど
を
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
言
葉
や
語
彙
に
つ
い
て

は
︑
重
複
は
な
い
か
︑
言
い
間
違
い
は
な
い
か
な
ど
に
つ
い
て
辞
典
を
活
用
し
な
が
ら
検

討
し
︑
間
違
い
が
あ
れ
ば
訂
正
し
︑
重
複
表
現
が
あ
れ
ば
削
る
よ
う
に
し
︑
同
じ
よ
う
な

表
現
が
あ
れ
ば
吟
味
し
省
略
す
る
よ
う
に
し
ま
す
︒ 

 

次
に
︑
言
葉
の
語
順
は
現
状
の
ま
ま
で
良
い
の
か
と
言
う
こ
と
を
考

か
な
け
れ
ば
語
順
の
入
れ
替
え
を
試
み
て
み
ま
す
︒
常
套
的
な
句
や
手
垢
の
付
い
た
通
俗

的
な
語
句
が
な
い
か
を
見
直
し
︑
あ
れ
ば
︑
新
鮮
な
そ
の
場
に
合

具
体
的
な
表
現
に
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変
え
て
い
き
ま
す
︒
加
え
て
︑
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・

字
・
数
字
︑
外

国
語
な
ど
の
表
記
が
効
果
的
か
ど
う
か
と
言
う
こ
と
も
検
討
し
︑
適
切
な
表
現
に
直
し
て

い
き
ま
す
︒
助
詞
の
使
い
方
も
俳
句
で
は
独
特
な
使
い
方
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で

︑
こ
こ
で
の
使
い
方
が
適
切
か
ど
う
か
を
検
討
し
︑
そ
の
場
面
に
合

に
置
き
換

え
て
い
く
よ
う
に
し
ま
す
︒ 

最
後
に
︑
こ
の
作
品
に
﹁
類
句
︑
類
想
句
︑
模
倣
句
﹂
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
︒
も
し
意
図
的
に
真
似
た
部
分
が
あ
れ
ば
︑
こ
の
作
品
は
︑
公
表
す
る

こ
と
を
差
し
控
え
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
︒ 

 俳
句

分

易

 

今
回
も
こ
の
よ
う
に
︑
選
評
を
書
か
せ
て
も
ら
う
中
で
︑
俳
句
に
お
け
る
分
か
り
易
さ

と
言
う
こ
と
を
度
々
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
︑
こ
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
︒ 

俳
句
は
や
は
り
文
学
で
す
か
ら
人
に
伝
え
る
と
言
う
大
切
な
機
能
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の

こ
と
か
ら
考
え
る
と
﹁
分
か
り
易
い
﹂
と
言
う
こ
と
は
︑
と
て
も
大
切
な
要
素
で
す
が
︑

分
か
り
易
い
だ
け
で
は
人
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
作
品
に
は
な
ら
な
い
と
言
う
問
題
も
あ

り
ま
す
︒
芭
蕉
以
来
︑
多
く
の
先
人
の
優
れ
た
作
品
を
読
ん
で
み
ま
す
と
︑
確
か
に
分
か

り
易
い
俳
句
も
あ
り
ま
す
が
︑
理
解
す
る
の
が
難
し
い
俳
句
も
あ
り
ま
す
︒
読
み
手
と
し

て
は
︑
分
か
り
易
い
俳
句
に
親
し
み
を
感

俳
句
は
分
か
り

易
い
俳
句
が
い
い
俳
句
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
一
見
難
し
い
と
思

わ
れ
る
俳
句
も
︑
難
し
い
言
葉
を
辞
書
で
引
い
て
確
か
め
た
り
︑
分
か
ら
な
い
所
を
人
に

聞
い
た
り
し
な
が
ら
︑
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
そ
の
俳
句
の
良
さ
や
魅
力
に
出
会
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
実
は
そ
こ
に
俳
句
の
も
う
一
つ
の
価
値
が
あ
る
の
で
す
︒

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
俳
句
は
自
分
の
作
品
を
作
る
こ
と
と
︑
人
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ

と
と
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
︑
と
て
も
大
切
に
な
る
の
で
す
︒ 

芭
蕉
は
︑
﹁
自
分
は
句
を
作
る
こ
と
は
一
番
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
︑
俳
句
を
さ

ば
く
︵
選
句
を
し
て
鑑
賞
す
る
︶
こ
と
で
は
人
に
負
け
な
い
﹂
と
言
う
よ
う
な
こ
と
を
言

て
い
ま
す
︒
皆
さ
ん
も
︑
こ
の
よ
う
に
自
分
で
俳
句
を
作
る
と
と
も
に
︑
こ
の
機
会
に

是
非
︑
多
く
の
人
の
作
品
を
読
ん
で
味
わ
う
楽
し
さ
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

 

俳
句
は
昔
か
ら
﹁
衆
の
文
学
﹂
と
言
わ
る
よ
う
に
︑
お
互
い
に
仲
間
の
作

作
品
を

読
み
合

︑
そ
の
作
品
の
分
か
ら
な
い
こ
と
や
良
い
と
思

仲
間
同
士

で
話
し
合

意
見
を
交
換
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
︒
そ
の
よ
う
な

が
俳
句
の
中
で
は
と
て
も
大
切
な
の
で
す
︒ 

 

俳
句

言
葉

増

 
 

私
は
︑
全
国
児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
始

頃
か
ら
二
十
年
近
く
︑
地
域
の
公
民
館

の
子
ど
も
俳
句
教
室
で
小
学
生
と
一
緒
に
俳
句
を
作

教
室
に
は
︑

全
国
児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
選
者
で
私
の
俳
句
の
先
生

有
馬
朗
人
先
生
も
大
分

に
何
回
か
来
て
直
接
子
ど
も
俳
句
の
指
導
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
時
︑

小
学
三
年
生
の
女
の
子
が
有
馬
先
生
に
︑
﹁
良
い
俳
句
を
作
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に

は
︑
ど
ん
な
勉
強
を
し
た
ら
良
い
で
す
か
﹂
と
質
問
を
し
た
の
で
す
︒
そ
の
時
︑
有
馬
朗

人
先
生
は
︑
﹁
毎
日
︑
国
語
辞
典
を
一

ず
つ
読
む
こ
と
が
い
い
﹂
と
教
え
て
く
れ

ま
し
た
︒
国
語
辞
典
を
一
冊
全
部
読
み
上
げ
れ
ば
︑
私
達
の
生
活
で
必
要
な
言
葉
は
︑
ほ

と
ん
ど
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
︒ 

 

早
速
︑
全
員
で
﹃
子
ど
も
歳
時
記
﹄
と
と
も
に
﹃
国
語
辞
典
﹄
を
読
む
勉
強
を
始
め
︑

全
員
が
季
語
だ
け
で
は
な
く
︑
沢
山
の
言
葉
を
知
り
︑
そ
れ
を
俳
句
の
中
で
使
え
る
よ
う

子
ど
も
俳
句
の
仲
間
は
︑
見
違
え
る
よ
う
に
レ
ベ
ル
の
高
い
俳
句
が
作

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
俳
句
だ
け
で
は
な
く
︑
他
の
教
科
の
勉
強

に
も
広

担
任
の
先
生

以
後
︑
私
は
子
ど
も

俳
句
会
で
縁
の
で
き
た
仲
間
に
は
︑
必
ず
小
学
生
用
の
﹃
国
語
辞
典
﹄
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
︒ 

 俳
句

勉
強

 
 

俳
句
を
学
ぶ
最
も
良
い
方
法
は
句
会
に
参
加
す
る
こ
と
で
す
︒
こ
の
句
会
と
言
う
の
は

分
か
り
易
く
言
え
ば
俳
句
の
勉
強
会
で
す
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

い
ろ
な
や
り
方
が
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
で
は
︑
私
が
公
民
館
の
子
ど
も
句
会

方
法
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
句
会

小
さ
な
少
人
数
の

プ
で
楽
し
む
句
会
か
ら
︑
学
校
な
ど
で
数
十
人
集

句
会
ま
で
さ
ま
ざ
ま
あ
る

の
で
す
が
︑
私
た
ち
の
公
民
館
子
ど
も
句
会
で
は
︑
二
十
人
く
ら
い
で
行

 
 

句
会
に
当

ま
ず
あ
ら
か
じ
め
に
句
会
に
投
句
す
る
俳
句
の
数
︵
出
句
数
︶

を
決
め
て
お
き
ま
す
︒
参
加
す
る
人
は
︑
句
会
に
参
加
す
る
前
に
決
め
ら
れ
た
数
の
俳
句

を
作

用
意
し
て
お
き
ま
す
︒(

先
日
行

玖
珠
町
立
八
幡
小
学
校
で
の
句
会
で

は
︑
句
会
の
前
に
学
校
の
周
り
を
散
策
し
て
俳
句
を
作
る
吟
行
を
し
て
句
会
に
出
す
作
品

を
作
り
ま
し
た
︒) 

 

句
会
に
参
加
す
る
た
め
に
最
初
は
︑
自
分
の
作

作
品
を
持

句
会
に
出
掛
け
︑
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会
場
で
は
俳
句
を
書
く
﹁
短
冊
︵
細
長
い
紙
︶
﹂
が
配
ら
れ
ま
す
の
で
︑
あ
ら
か
じ
め
作

俳
句
を
短
冊
に
書
い
て
提
出
し
ま
す
︒
こ
の
時
︑
自
分
の
名
前
は
書
き
ま
せ

ん
︒
句
会
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
人
が
︑
集
め
た
短
冊
を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
参
加
者
に
分

け
︑
そ
の
短
冊
と
と
も
に
清
記
す
る
た
め
の
用
紙
を
配
り
︑
参
加
者
に
清
記
し
て
も
ら
い

ま
す
︒ 

次
に
︑
配
ら
れ
た
短
冊
の
句
を
清
記
用
紙
に
清
書
し
ま
す
︒
こ
の
時
︑
間
違
え
な
い
よ

う
に
丁
寧
に
楷
書
で
書
き
写
し
ま
す
︒
全
部
書
き
終
え
た
ら
︑
そ
の
清
記
用
紙
に
時
計
回

り
に
﹁
一
﹂｢

二]

﹁
三
﹂
と
番
号
を
つ
け
て
い
き
ま
す
︒ 

そ
の
次
に
は
選
句
を
し
ま
す
︒
清
記
用
紙
を
右
の
座
席
へ
右
の
座
席
へ
と
回
し
て
い
き

な
が
ら
︑
回

清
記
用
紙
の
句
の
中
か
ら
︑
良
い
と
思

句
を
選
ん
で
自
分
の

な
ど
に
書
き
写
し
て
い
き
ま
す
︒
そ
し
て
︑
す
べ
て
の
句
を
見
終

決

め
ら
れ
た
数
の
句
を
さ
ら
に
選
ん
で
︑
選
句
用
紙
に
清
書
し
ま
す
︒
こ
の
時
︑
用
紙
の
右

端
に
﹁
牧
野
桂
一
選
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑
誰
が
選
ん
だ
用
紙
か
が
分
か
る
よ
う
に
自
分
の

名
前
を
書
い
て
お
き
ま
す
︒
そ
し
て
︑
全
員
の
選
句
用
紙
を
集
め
て
︑
い
よ
い
よ
俳
句
の

披
講
が
始
ま
り
ま
す
︒ 

 

披
講
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
選
句
し
た
も
の
を
句
会
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
人
が
読

み
上
げ
て
い
き
ま
す
︒
俳
句
の
披
講
で
す
か
ら
歌
う
よ
う
に
声
高
ら
か
に
吟
ず
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
︒
こ
の
時
︑
自
分
の
句
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
ら
︑
﹁
桂
一
﹂
と
大
き
な
声

で

名
乗
り
を
上
げ
ま
す
︒ 

披
講
が
終

合
評
で
す
︒
合
評
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
︑
そ
の

作
品
の
良

問
題
に
な
る
と
こ
ろ
な
ど
に
つ
い
て
自
由
に
意
見
を
出
し
合

合
評
の
最
後
に
は
︑
そ
の
句
会
の
世
話
人
や
指
導
者
が
︑
総
括
的
な
批

評
を
し
て
い
き
ま
す
︒
子
ど
も
俳
句
会
で
は
︑
選
に
入

句
も
含
め
て
全
部
の

句
に
つ
い
て
批
評
す
る
こ
と
が
勉
強
の
た
め
に
大
切
に
な
る
と
思
い
ま
す
︒ 

 

吟
行

 
 

俳
句
会
の
説
明
の
中
で
︑
吟
行
と
言
う
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
が
︑
こ
の
吟
行
は
俳
句

を
作
る
人

︑
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
︒
吟
行
と
言
う
の
は
︑
俳
句
を

作
る
た
め
に
実
際
の
景
色
を
見
て
︑
季
語
と
出
会
う
た
め
に
外
へ
散
策
に
出
て
行
く
こ
と

を
い
い
ま
す
︒
俳
句
を
作
り
な
が
ら
︵
吟
じ
な
が
ら
︶
歩
く
と
言
う
こ
と
で
﹁
吟
行
﹂
と

言
う
の
で
す
︒
特
に
俳
句
を
つ
く
る
た
め
に
︑
郊
外
や
名
所
な
ど
景
色
の
よ
い
所
や
旧
跡

な
ど
に
出
か
け
て
行

が
︑
最
近
で
は
︑
外
国
に
ま
で
出
か
け
て

い
く
よ
う
な
大
が
か
り
な
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
先
輩
や
仲
間
と
一
緒
に
出
か
け
︑
同
じ
も

の
を
見
て
俳
句
を
作
る
の
で
大
変
勉
強
に
な
り
ま
す
︒
自
然
に
触
れ
て
︑
そ
こ
に
あ
る
も

の
を
通
し
て
俳
句
を
作
る
の
で
︑
草
や
鳥
や
虫
な
ど
の
季
語
を
覚
え
る
こ
と
も
で
き
︑
と

て
も
有
意
義
な
も
の
で
す
︒ 

 

俳
句

選
句

 
 

俳
句
の
特
徴
と
し
て
︑
選
句
が
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
自
分
で
俳
句
を
作
る
だ
け
で
は
な

く
︑
人
の
作

俳
句
の
善
し
悪
し
を
選
別
し
て
良
い
句
を
選
ぶ
わ
け
で
す
︒
そ
こ
で
は

﹁
ど
う
言
う
俳
句
が
良
い
俳
句
な
の
か
﹂
を
考
え
て
自
分
で
選
ば
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
︑
慣
れ
な
い
時
に
は
と
て
も
戸
惑

い
ま
す
︒
こ
の
選
句
の
場
で
﹁
ど
の
俳

句
が
良
く
て
ど
の
俳
句
が
悪
い
の
か
﹂
を
考
え
て
い
く
場
合
大
切
な
こ
と
は
︑
自
分
が
好

き
か
ど
う
か
と
言
う
こ
と
で
す
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
作
品
を
自
分
自
身
が
読
ん
だ
時
に
︑
す

心
の
中
に
入

る
も
の
︑
単
純
に
﹁
こ
の
俳
句
に
は
引
き
つ
け
ら
れ
︑
自
分
は

好
き
﹂
と
思
う
俳
句
が
︑
そ
の
人

一
番
良
い
句
と
考
え
る
の
で
す
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
言
う
と
︑
﹁
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
か
﹂
と
少
し
不
安
に
な
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
︑
俳
句
を
読
ん
だ
新
鮮
な
自
分
の
感
覚
が
大
切
な
の
で
す
︒
な
ん
の
雑
念
も
な

く
︑
真

新
な
心
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
読
ん
だ
自
分
の
新
鮮
な
気
持
ち
し
か
あ

り
ま
せ
ん
︒
だ
か
ら
︑
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
感
性
︑
価
値
観
を
信
じ
て
選
ぶ
の
が
一
番
な

の
で
す
︒
良
い
句
を
探
す
時
は
︑
自
分
が
良
い
と
感
じ
る
句
を
探
す
の
が
大
切
で
︑
他
人

が
良
い
と
感
じ
る
句
を
探
す
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
︒
人
は
そ
れ
ぞ
れ
他
人
と
は

違
う
感
じ
方
を
す
る
の
が
当
た
り
前
で
す
︒
こ
の
違
い
が
俳
句
で
は
大
切
な
の
で
す
︒
こ

れ
は
︑
俳
句
を
作
る
時
と
全
く
同
じ
事
で
す
︒
人
の
意
見
に
同
調
ば
か
り
し
て
い
る
と
︑

人
と
は
違
う
感
じ
方
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
︒
﹁
人
と
は
違
う
感
じ
方
を
す

る
﹂
﹁
自
分
ら
し
い
感
じ
方
を
す
る
﹂
こ
と
が
︑
文
学
で
あ
る
俳
句
の
最
も
大
切
な
要
素

で
そ
れ
が
俳
句
を
作
る
原
動
力
に
な
り
俳
句
を
作
る
喜
び
に
も
な
り
ま
す
︒ 

結
論
的
に
言
え
ば
︑
﹁
自
分
が
好
き
だ
﹂
と
思
う
俳
句
が
良
い
句
と
言
う
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
︑
選
句
に
当

︑
自
分
の
感
性
を
信
じ
て
︑
周
り
の
意
見
に
迷
わ
さ
れ

な
い
で
︑
自
分
の
好
き
と
思
う
句
を
選
べ
ば
い
い
の
で
す
︒
他
人
の
感
性
で
は
な
く
︑
あ

く
ま
で
自
分
の
感
性
を
信
じ
る
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
選
ん
だ
俳
句
を
何
度
も
何
度
も

読
み
返
し
味
わ
い
な
が
ら
︑
参
考
に
し
て
勉
強
す
る
こ
と
が
︑
俳
句
の
最
も
良
い
勉
強
に

な
る
と
思
い
ま
す
︒ 

 

高
浜
虚
子
は
﹁
選
は
創
造
な
り
﹂
と
言
う
よ
う
に
周
り
の
人
た
ち
に
教
え
て
い
ま
し
た
︒

つ
ま
り
︑
俳
句
で
は
︑
人
の
作
品
の
選
を
す
る
こ
と
は
︑
自
分
の
作
品
を
創
る
こ
と
と
同
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じ
よ
う
に
大
切
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
︒ 

こ
こ
で
︑
今
回
の
俳
句
大
会
の
入
選
作
品
の
選
句
に
つ
い
て
︑
説
明
を
付
け
加
え
れ
ば

︑
私
た
ち
選
者
は
︑
特
別
な
俳
句
の
指
導
を
す
る
指
導
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
み
な

さ
ん
の
作
品
を
添
削
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
︒
一
般
の
句
会
で
選
を
す
る

の
と
同
じ
よ
う
に
︑
私
達
選
者
の
良
い
と
思

作
品
を
選

︑
誤
字
脱
字
や
表
記
に
明
ら
か
な
間
違
い
の
あ
る
も
の
︑
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
は
︑
い
く
ら
内
容
が
良
く
て
も
入
賞
・
入
選
句
の
中
に
は
入

お
り
ま
せ
ん

︒  子

俳
句
指
導
者

願
 

 

最
後
に
俳
句
の
学
び
方
に
つ
い
て
︑
野
見
山
朱
鳥
が
あ
る
著
書
の
中
で
面
白
い
こ
と
を

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
子
ど
も
俳
句
を
指
導
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
︒ 

俳
句
雑
誌
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
の
黄
金
時
代
を
作

た
俳
人
に
村
上
鬼
城
と
言
う
人
が
い

ま
し
た
︒
そ
の
鬼
城
は
句
会
の
指
導
で
︑
選
に
漏
れ
た
作
品
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
欠
点
に

つ
い
て
詳
細
に
解
説
し
た
そ
う
で
︑
そ
の
指
導
の
仕
方
が
的
確
で
分
か
り
易
く
み
ん
な
を

納
得

︑
鬼
城
に
俳
句
の
教
え
を
乞
う
人
が
た
く
さ
ん
出
て
き

た
と
い
い
ま
す
︒ 

 

一
方
︑
俳
句
雑
誌
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
の
主
宰
者
で
あ
る
高
浜
虚
子
は
︑
入
選
し
た
作
品

の
良
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
誉
め
る
だ
け
で
し
た
︒
こ
の
二
人
の
指
導
の
結
果
と
し
て
高

浜
虚
子
の
弟
子
か
ら
は
︑
次
々
と
俳
壇
を

し
て
い
く
よ
う
な
優
秀
な
俳
人
が
出
て

き
ま
し
た
が
︑
村
上
鬼
城
の
門
か
ら
は
︑
虚
子
の
門
下
ほ
ど
に
は
︑
俳
壇
を

し
て

い
け
る
よ
う
な
俳
人
は
生

言
う
の
で
す
︒ 

人
は
︑
自
分
の
欠
点
は
案
外
自
覚
し
て
い
る
の
で
す
が
︑
長
所
は
自
分
に
は
な
か
な
か

見
え
難
い
と
言

︒
指
導
す
る
方
と
し
て
も
︑
俳
句
の
欠
点
を
探
す
の

は
割
に
簡
単
に
で
き
る
の
で
す
が
︑
逆
に
良
い
と
こ
ろ
︑
優
れ
て
い
る
所
を
見
つ
け
る
こ

と
は
︑
難
し
い
と
言
う
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒ 

ち
な
み
に
有
馬
先
生
は
子
ど
も
の
俳
句
の
指
導
の
中
で
は
欠
点
を
言

添
削
し

た
り
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
一
つ
一
つ
の
作
品
の
良
い
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
て
丁

寧
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
︒ 

 

こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
俳
句
会
な
ど
で
児
童
生
徒
の
俳
句
の
指
導

皆
さ

ん
が
中
心

句
会
を
し
た
り
し
て
︑
俳
句
を
人
に
教
え
る
機
会
が
あ
る
時
に
は
︑

こ
の
こ
と
も
俳
句
の
一
つ
の
特
性
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
け
た
ら

参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒ 

 


