
第
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９
回
全
国
児
童
生
徒
俳
句
大
会

牧
野
桂
一

お
わ
り
に

児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
選
句
を
終
え
る
に
当
た
り
、
俳

句
大
会
募
集
作
品
の
全
般
的
な
特
徴
と
と
も
に
一
万
八
千

を
越
え
る
み
な
さ
ん
の
俳
句
作
品
を
選
句
し
、
こ
の
よ
う

に
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
年
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い

て
少
し
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

児
童
生
徒
俳
句
会
に
投
句
す
る
俳
句
を
作
る
た
め
に

毎
年
全
国
の
多
く
の
児
童
生
徒
の
皆
さ
ん
が
、
こ
の
俳

句
大
会
の
た
め
に
た
く
さ
ん
の
俳
句
作
品
を
寄
せ
て
く
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
達
と
と
も
に
改
め
て
私
た
ち

が
作
っ
て
い
る
俳
句
に
つ
い
て

俳
句
と
は
何
か

ど

、「

」、「

う
す
れ
ば
読
ん
で
く
れ
る
人
に
共
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う

な
俳
句
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
皆
さ

ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
具
体
的
な
作
品
や
先
人
の
残
さ
れ
た

俳
句
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
皆
さ
ん
と
共
通
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
し
て
、
俳
句
は
長
い
歴
史
を
も
つ
文
学
作
品

で
あ
る
と
い
う
特
性
か
ら
、
何
か
一
つ
の
正
し
い
答
え
を

出
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
「
俳
句
」
に
つ
い
て
は
、

、

一
人
一
人
の
作
者
に
一
つ
一
つ
の
俳
句
に
対
す
る
考
え
方

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
児
童
生
徒
俳
句
大
会
の
優

れ
た
作
品
を
読
ん
で
い
き
な
が
ら
、
俳
句
の
特
性
や
特
徴

に
つ
い
て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
ま
と
め
、

優
れ
た
作
品
の
条
件
を
探
っ
て
い
き
な
が
ら
こ
れ
か
ら
俳

句
を
作
っ
て
い
く
中
で
生
か
し
て
い
け
る
よ
う
に
整
理
し

て
み
ま
し
た
。

俳
句
は
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

、

、

、

最
初
に
共
通
理
解
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
俳
句
は

今
で
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
中
に
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
世
界
で
一
番
短
い
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
世
界
中
の
人
た
ち
が
俳
句
を
作
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
が
。
そ
こ
で
共
通
に
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
世
界
一

短
い
詩
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

、「

」

、

俳
句
は

五
七
五

の
音
が
基
本
に
な
り
ま
す
の
で

「
十
七
音
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
簡
単
に
い
え
ば

「
十
七
音
詩
」
と
い
う
こ
と
で
、
児
童
生
徒
俳
句
会
の
初

、「

」

代
の
選
者
で
あ
っ
た
角
川
春
樹
先
生
は

魂
の
一
行
詩

と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
短
さ
を
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
て
き
た
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
俳
句
作
品
の
中
で
確
認
す
る
と
、
十
七
音
に
届
か

な
い
「
咳
を
し
て
も
一
人

尾
崎
放
哉
」
や
「
動
け
ば
寒

い

橋
本
夢
道
「
シ
ャ
ツ
雑
草
に
ぶ
つ
か
け
て
お
く

」

栗
林
一
石
路
」
と
い
う
短
い
も
の
か
ら
、
十
七
音
を
超
え

た
「
太
陽
の
し
た
に
こ
れ
は
淋
し
き
薊
が
一
本

荻
原
井

泉
水
」
や
「
お
ち
つ
い
て
死
ね
さ
う
な
草
萌
ゆ
る
六
十
に

し
て
落
ち
つ
け
な
い
こ
こ
ろ
海
を
わ
た
る

種
田
山
頭

火
」
と
い
う
よ
う
な
長
い
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
短
さ
は
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
「
一
息
で

い
え
る
く
ら
い
の
長
さ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
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
優
れ
た
作
品
と
し
て

入
選
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
基
本
的
に
は
十
七
音

を
中
心
に
表
現
し
た
作
品
で
し
た
。

ま
た
「
詩
」
と
い
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
し
た
も
の
」
で
す
の
で
、
日
常
で
私
た
ち
が
使

う
文
章
の
よ
う
な
散
文
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
俳
句
を
含
め
た
詩
と
い
う
も
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
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
一
定

の
リ
ズ
ム
を
持
つ
韻
文
で
効
果
的
に
感
動
、
叙
情
、
心
の

動
き
、
ビ
ジ
ョ
ン
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
表
現
す
る
詩
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま

で
の
俳
句
大
会
に
お
い
て
は
、
今
回
の
俳
句
大
会
と
同
じ

よ
う
に
基
本
的
に
は
、
散
文
的
な
傾
向
の
強
い
表
現
に
な

っ
て
い
る
も
の
は
、
入
選
作
品
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
。

俳
句
の
作
品
が
「
詩
」
で
あ
る
こ
と
の
最
も
大
切
な
条

、

、

件
が
気
持
ち
や
も
の
の
説
明
を
し
た
り
解
説
を
し
た
り

言
い
訳
を
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
に
は
、

今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
初
め
て
見
い
だ
し

た
そ
の
作
者
に
し
か
な
い
発
見
や
驚
き
、
悲
し
み
や
喜
び

な
ど
深
く
心
を
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
「
感
動
」
が
あ
る
と

。

、

い
う
こ
と
が
最
も
大
切
な
要
素
に
な
り
ま
す
読
む
人
は

作
っ
た
人
の
感
動
に
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や

人
間
な
ど
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
か
い
ろ
い
ろ
な
人

の
体
験
や
人
生
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

今
回
、
皆
さ
ん
の
作
品
を
選
句
し
て
い
く
中
で
も
、
日



記
や
作
文
の
中
に
出
て
く
る
説
明
文
の
よ
う
な
作
品
も
い

く
つ
か
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
読
む
人
が
「
あ
あ

そ
う
で
す
か
」
と
受
け
取
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
、
作
っ
た

人
の
感
動
が
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
入
選
作

品
か
ら
は
外
し
ま
し
た
。
俳
句
の
世
界
で
は
、
そ
の
よ
う

な
俳
句
を
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
俳
句
」
と
い
っ
て
、
俳
句

会
な
ど
で
も
選
に
は
入
り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
も
そ
の
よ
う
な

散
文
的
な
俳
句
に
対
し
て
『
去
来
抄
』
と
い
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
が
な
ん
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
い

っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
「
い
い
過
ぎ
」
や
「
説
明
的
」
と
い
う
こ
と

、

に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
た

記
事
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
基
に
紹
介
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
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
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
同
じ
よ
う
な

句
が
、
今
回
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
い
う
の
は
「
コ
ス
モ
ス
」

、

と
い
う
言
葉
の
中
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
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
い
う
こ
と
は
、
誰
で
も
が
思

」

い
浮
か
べ
る
一
般
的
な
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
風
に
揺

、

れ
た
る
」
と
い
う
の
は
コ
ス
モ
ス
の
一
般
的
な
説
明
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
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
コ

ス
モ
ス
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、
コ
ス
モ
ス
に
任
せ
て
し
ま

い
、
作
者
は
深
入
り
し
て
説
明
し
な
い
で
省
略
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
俳
句
を
つ
く
る
と
き
に
は
大
切
に
な
る
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
す
海
鼠
か
な
」
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
」
で

、

。

「

」

す
そ
れ
を
取
り
落
と
し
取
り
落
と
し
た
る
海
鼠
か
な

と
推
敲
す
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
言
え
ば

俳
句
は
も
の
を
余
り
い
わ
な
い
省
略
の
文
学
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

季
語
に
つ
い
て

次
に
、
俳
句
は
十
七
音
と
い
う
短
い
表
現
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
感
動
を
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
言
葉
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
俳
句
で
は
、
そ
の
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
の
で
、
特
別
な
場
合
は
別
と
し
て
、
季
語

が
入
っ
て
い
る
有
季
と
い
う
の
が
俳
句
作
る
と
き
の
伝
統

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
季
語
も
時
代
の
流
れ
と
と
も
に

変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
季
語
に
対
す
る
考
え
方
も

様
々
で
あ
っ
て
「
し
ん
し
ん
と
肺
碧
き
ま
で
海
の
た
び

、

篠
原
鳳
作
」
と
い
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
変
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
。
身
の
回
り
に
あ
る
歳
時
記

を
ひ
も
と
い
て
み
ま
す
と
、
現
代
俳
句
協
会
が
中
心
に
な

っ
て
編
纂
し
た
歳
時
記
に
は
、
季
語
の
な
い
無
季
の
俳
句

も
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
俳
句

大
会
の
選
に
当
た
っ
て
は
、
無
季
で
特
に
優
れ
た
も
の
は

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
入
選
作
品

と
し
て
は
取
り
上
げ
て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
た
「
冷
水
を
そ
っ
と
供
え
る
原
爆
忌
」
や
「
菜
の

、

花
が
月
に
明
か
り
を
つ
け
ま
し
た
」
の
中
で
も
説
明
し
た

の
で
す
が
、
季
語
と
季
語
の
重
な
る
「
季
重
な
り
」
と
い

う
こ
と
い
う
こ
と
も
俳
句
で
は
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
「
季
重
な
り
」
に
つ
い
て
は
、
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

沢
山
見
か
け
ま
す
の
で
、
季
語
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
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
い
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
り
ま
す
の
で
、
中
心
を
一
つ

に
絞
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
（
こ
れ
に
つ
い
て

も
河
東
碧
梧
桐
た
ち
の
無
中
心
俳
句
と
い
う
運
動
も
あ
り

ま
し
た
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
・
・
・
。
し
た

）

が
っ
て
「
季
重
な
り
」
に
な
っ
て
い
て
も
一
つ
の
季
語
が

強
く
て
主
に
な
り
、
も
う
一
つ
の
季
語
が
副
に
な
っ
て
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
。
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
」
と
い
う
有
名
な
句
な
ど
は
、
三
つ
も
季
語
が
重
な
っ

て
い
ま
す
が
、
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
い
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
る
の
で
す
。



「
切
れ
字
」
に
つ
い
て

も
う
一
つ
「
行
く
秋
や
あ
と
五
か
月
の
ラ
ン
ド
セ
ル
」

や
「
イ
ン
ペ
リ
ア
ト
パ
ー
ズ
の
瞳
の
子
猫
か
な
」
な
ど
の

句
の
選
評
で
も
触
れ
た
の
で
す
が
「
切
れ
字
」
と
い
う
問

。

、「

」

、

題
が
あ
り
ま
す

俳
句
で
は

切
れ

が
大
切
で
あ
り

「
や
、
か
な
、
け
り
」
の
切
れ
字
が
、
特
に
大
切
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
先
日
、
俳
句
を
扱
う
テ
レ
ビ
放
送
を
見

て
い
る
と
こ
の
切
れ
字
と
し
て
「
よ
」
と
い
う
言
葉
を
使

、

「

」

う
指
導
が
し
き
り
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
こ
の
よ

も
切
れ
字
の
働
き
を
し
ま
す
私
も
俳
句
に
お
い
て
は
切

。

「

れ
」
は
大
切
で
あ
り
「
切
れ
」
が
あ
る
と
俳
句
が
引
き

、

締
ま
り
余
韻
が
出
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
切

れ
」
は
、
一
般
の
文
章
に
は
見
ら
れ
な
い
俳
句
独
特
の
考

え
方
で
す
の
で
「
切
れ
」
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
理

、

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
少
し
経
験
が

必
要
に
な
り
時
間
も
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ

こ
で
、
改
め
て
俳
句
に
お
け
る
「
切
れ
」
に
つ
い
て
基
本

的
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
考
え
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
俳
句
の
「
切

れ
」
と
い
う
の
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
っ
て
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
す
の
で
す
。
ま
た
、
十
七
音
を
途
中
で
切
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
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
易
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
っ
赤
な
花
が
咲
い
て
い
る
。

、

空
は
雲
ひ
と
つ
な
く
晴
れ
渡
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
た

。

ら
、
眼
前
に
真
っ
赤
な
花
が
残
さ
れ
た
ま
ま
、
雲
ひ
と
つ

な
く
晴
れ
わ
た
っ
た
空
に
映
像
が
映
っ
て
い
き
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
。

ま
た
、
も
う
一
つ
、
一
句
の
中
の
「
切
れ
」
は
一
つ
だ

け
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
俳
句
に
二

つ
の
切
れ
が
入
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
俳
句
は
「
三
段
切

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

っ
て
し
ま
い
、
逆
に
一
句
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
単
語
の

羅
列
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
も
俳
句
の
き
ま
り
と
し
て
「
絶
対

」

、「

」

に
ダ
メ
だ

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が

切
れ
字

を
使
っ
て
俳
句
を
ぶ
つ
ぶ
つ
切
っ
て
し
ま
う
と
美
的
な
世

界
が
壊
さ
れ
て
粗
雑
に
な
り
、
短
い
俳
句
が
ば
ら
ば
ら
に

な
っ
て
、
ま
と
ま
り
が
な
く
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
。
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
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
今
回
の
選
の
中
に
は
「
や
「
か
な
「
け

」

」

り
」
が
二
つ
重
な
っ
て
い
る
作
品
に
は
、
特
別
取
り
上
げ

る
よ
う
な
作
品
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
選
の

中
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

俳
句
の
構
成
に
つ
い
て

五
七
五
の
十
七
音
が
ど
の
よ
う
な
組
み
立
て
に
な
っ
て

い
る
か
、
つ
ま
り
俳
句
の
基
本
的
な
構
成
と
い
う
こ
と
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
」
と
い
い
ま
す
。
そ

の
例
と
し
て
は
、
高
浜
虚
子
の
「
流
れ
ゆ
く
大
根
の
葉
の

早
さ
か
な
「
白
牡
丹
と
い
う
と
い
え
ど
も
紅
ほ
の
か
」

」

「
金
亀
虫
擲
つ
闇
の
深
さ
か
な
」
や
水
原
秋
桜
子
の
「

滝
落
ち
て
群
青
世
界
と
ど
ろ
け
り
「
来
し
か
た
や
馬
酔

」

木
咲
く
野
の
日
の
ひ
か
り
」
な
ど
の
句
が
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
「
全
体
が
季
語
に
関
係
す
る
こ
と
」
で
ま
と
ま
っ
て

い
る
と
い
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
」
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
例
と
し
て
は
、
同
じ
高

浜
虚
子
に
「
春
風
や
闘
志
抱
き
て
丘
に
立
つ
「
牛
の
子

」

の
大
き
な
顔
や
草
の
花
」
な
ど
が
あ
り
、
水
原
秋
桜
子
に

は
「
冬
菊
や
ま
と
ふ
は
お
の
が
ひ
か
り
の
み
「
ふ
る
さ

」

と
の
沼
の
に
ほ
ひ
や
蛇
苺
」
な
ど
の
句
が
あ
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
い
う
こ
と
で

』

す
。
し
た
が
っ
て
俳
句
を
鑑
賞
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
私

た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
胸
に
伝
わ
っ
て
く
る
感

動
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
を
自
然
に
感
じ

て
い
る
よ
う
で
す
。
俳
句
を
作
っ
た
り
推
敲
し
た
り
す
る

と
き
に
こ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
く
と
俳
句
の
世
界
が

広
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
覗
い
て
み
る
と
、
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
コ
ス
モ
ス
の
例
が

取
り
上
げ
ら
れ
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
ら
を
少
し
紹
介
し

ま
す
。

コ
ス
モ
ス
と
し
か
言
ひ
や
う
の
な
き
色
も

後
藤
比
奈
夫

コ
ス
モ
ス
が
咲
け
ば
地
表
の
う
る
ほ
へ
り

細
見
綾
子

コ
ス
モ
ス
は
ど
こ
に
あ
り
て
も
風
少
し

細
見
綾
子

コ
ス
モ
ス
の
散
り
し
き
る
と
き
醜
の
わ
れ

三
橋
鷹
女

し
こ

コ
ス
モ
ス
も
す
が
れ
る
蝶
も
露
し
と
ど

水
原
秋
桜
子

コ
ス
モ
ス
に
風
あ
る
日
か
な
咲
き
殖
ゆ
る

杉
田
久
女

こ
こ
で
は
俳
句
ら
し
く
「
や
」
を
つ
け
る
こ
と
が
多
い
の

で
「
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
ぁ
、
可
愛
ら
し
い
。
こ
ん
な
所
に
コ
ス
モ

ス
が
咲
い
て
い
る
よ
」
と
い
う
よ
う
に
状
況
を
表
現
し
て

く
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
ま
た
少
し
紹
介
し
ま
す
。

コ
ス
モ
ス
や
か
る
き
思
ひ
の
日
当
れ
る

鷲
谷
七
菜
子

コ
ス
モ
ス
や
ふ
る
き
碓
氷
の
峠
口

水
原
秋
櫻
子

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
夜
目
に
も
し
る
き
白
ば
か
り

日
野
草
城

コ
ス
モ
ス
や
旅
路
は
同
じ
帰
路
を
と
る

稲
畑
汀
子

コ
ス
モ
ス
や
標
高
千
の
町
に
着
く

村
田
近
子

コ
ス
モ
ス
や
髪
ふ
さ
ふ
さ
と
少
女
ゆ
く

田
口
泡
水

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
で
の
紹
介
で
は
、

コ
ス
モ
ス
や
も
う
す
ぐ
妻
の
誕
生
日

と
い
う
句
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

類
句
、
類
想
句
、
模
倣
句
に
つ
い
て

一
方
、
今
回
の
選
句
に
お
い
て
も
入
選
と
し
て
採
用
し

な
か
っ
た
も
の
に
、
類
句
、
類
想
句
、
模
倣
句
と
い
う
問

題
が
あ
り
ま
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
、
様
々
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
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
本
児

童
生
徒
俳
句
大
会
の
選
句
に
当
た
っ
て
も
、
基
本
的
に
は

類
句
、
類
想
句
の
俳
句
は
「
入
賞
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
連
携
し
て
い
る
各
種
俳
句
大
会
の
事
務
局

、

、

に
第
三
十
九
回
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
句
、
模
倣
句
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

で
、
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
い
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
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
で
す
。
そ
の
た
め
、
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
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す

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
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
も
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
っ
て
い
る
こ
と
に
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
っ
て
し
ま
っ
た
ら
迷
わ
ず
自
分
の
句
を
捨
て
な
さ
い
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
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
い
う
歌
と
関
わ
っ
て
「
あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な

く
も
秋
の
風

芭
蕉
」
と
い
う
俳
句
を
作
っ
て
い
ま
す
。

別
の
例
に
「
降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り

中
村

草
田
男
」
と
い
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
い
う
俳
句
が
す
で
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
な
ど
有
名
な
話
も
あ
り
ま
す
。

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
」
と
「
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

言
水
」
と
「
海
に

出
て
木
枯
帰
る
と
こ
ろ
な
し

誓
子

「
川
端
茅
舎
と

」、

」
「

」

多
賀
よ
し
子
に
一
枚
の
餅
の
如
く
に
雪
残
る

茅
舎

と
「
一
枚
の
餅
の
如
く
に
乱
れ
た
く

よ
し
子

「
森

」、

澄
夫
と
鈴
木
真
砂
女
」
に
「

や
旅
に
つ

豨
薟

（
め
な
も
み
）

か
れ
し
ふ
く
ら
は
ぎ

澄
雄
」
と
「
初
蛙
旅
の
疲
れ
の
ふ

く
ら
は
ぎ

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

澄
雄
」
と
「
か
た
く

り
の
花
や
常
陸
に
ひ
と
り
客

清
史

「
櫂
未
知
子
と

」、

奥
山
ま
や
」
に
「
い
き
い
き
と
死
ん
で
ゐ
る
な
り
水
中
花

未
知
子
」
と
「
い
き
い
き
と
死
ん
で
を
る
な
り
甲
虫

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

ん
。今

回
は
特
に
作
品
と
し
て
は
、
入
賞
の
レ
ベ
ル
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
類
句
や
類
想
句
が
あ
る
た
め
に
入
賞

か
ら
外
し
た
作
品
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

俳
句
に
お
け
る
分
か
り
易
さ

、

、

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
い
う
こ
と
を
度
々
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
少
し
突
っ
込
ん
で
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
俳
句
は
や
は
り
文
学
・
文
芸

で
す
か
ら
、
人
に
伝
え
る
と
い
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
い
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
い
う

問
題
も
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
以
来
の
多
く
の
人
々
の
優
れ
た

作
品
を
読
ん
で
み
ま
す
と
分
か
り
易
い
俳
句
も
あ
り
ま
す

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
じ
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
俳
句
は
分
か
り
易
い
俳
句
が
い
い
俳
句
だ
と
決
め
つ

け
る
こ
と
は
、
少
し
早
合
点
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
一

見
難
し
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
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
、
ゆ
っ
く
り
、
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
く
と

そ
の
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
作
る
こ
と
と

鑑
賞
す
る
こ
と
が
同
時
に
成
り
立
つ
、
両
立
す
る
こ
と
が

大
切
な
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
い

っ
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
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
の
指
導

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
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
っ
た
と
い
わ
れ
る
俳
人
に
、
村
上

鬼
城
と
い
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
す
が
、
そ
の
指
導
の
仕
方
が

的
確
で
、
み
ん
な
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
教

え
を
乞
う
人
が
沢
山
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
の

場
合
は
、
入
選
し
た
作
品
の
良
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
誉

め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
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
リ
ー
ド
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
、
名
の
あ
る
俳
人
は
あ

ま
り
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
人
は
、
欠
点
や

弱
点
は
案
外
自
覚
し
て
い
る
の
で
す
が
、
長
所
は
本
人
に

は
な
か
な
か
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
か
ら
も
児
童
生
徒
に
俳
句
の
指
導
を
行
っ
た
り
、
み

な
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
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
い
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
。


