
素
十
俳
句
の
本
質

　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
昭
和
の
は
じ
め
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
に
「
秋
桜
子
と
素
十
」
と
い
う
二
つ

の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
昭
和
三
年
十
一
月
号
の
高
浜
虚
子
の
そ
れ

で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
昭
和
六
年
三
月
号
に
載
っ
た
「
句
修
業
漫
談
」
�
の
中
で
、

中
田
み
づ
ほ
と
浜
口
今
夜
と
が
対
談
形
式
で
意
見
を
述
べ
そ
の
副
題
と
し
て
こ
の

見
出
し
を
つ
け
て
い
る
。

　
虚
子
の
「
秋
桜
子
と
素
十
」
の
内
容
は

　
　
　
「
秋
桜
子
君
に
は
或
る
理
想
が
あ
っ
て
其
理
想
に
満
足
す
る
も
の
で
な
け
れ

　
ば
材
料
と
し
な
い
≒
素
十
君
の
心
は
唯
無
我
で
自
然
に
対
す
る
。
秋
桜
子
君
の

　
心
に
欲
求
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
天
地
を
創
造
し
よ
う
と
い
ふ
の
と
は
違
っ
て

　
を
る
。
別
に
想
像
な
ど
は
し
な
い
、
只
自
然
界
か
ら
自
分
の
心
を
中
心
と
し
た

　
別
の
天
地
、
即
ち
美
し
い
詩
の
天
地
を
抜
き
取
っ
て
来
る
」

と
、
文
芸
上
の
二
つ
の
傾
向
と
い
う
観
点
か
ら
二
人
を
比
較
し
て
論
じ
、
そ
の
結

論
と
し
て

　
　
「
厳
密
な
る
意
味
に
於
け
る
写
生
と
云
ふ
言
葉
は
こ
の
素
十
君
の
句
の
如
き
に

　
富
て
簑
ま
る
べ
き
も
の
と
思
ふ
≒
空
想
画
、
理
想
画
と
い
ふ
や
う
な
趣
は
な
く
、

　
何
れ
も
現
実
の
世
界
に
存
在
し
て
ゐ
る
景
色
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
強
く
認
め
し

　
め
る
力
が
あ
る
。
即
ち
真
実
性
が
強
い
」

と
、
秋
桜
子
に
対
し
て
素
十
の
卓
越
を
示
し
つ
つ
結
ん
で
い
る
。
又
、
「
句
修
業
漫

倉
　
　
田

紘
　
　
文

談
」
の
中
で
の
み
づ
ほ
、
今
夜
の
意
見
を
み
る
と

　
　
「
結
局
秋
桜
子
君
の
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
俳
句
で
あ
り
、
素
十
君
の
は
レ
ア

　
リ
ズ
ム
の
俳
句
で
あ
る
≒
秋
桜
子
君
の
大
作
式
の
成
功
し
た
も
の
に
感
動
し
共

　
鴫
す
る
と
同
時
に
僕
は
、
素
十
君
の
屡
々
示
し
た
と
こ
ろ
の
真
の
絶
対
を
表
現

　
し
た
句
を
重
ん
じ
な
い
わ
け
に
は
行
か
ぬ
」

と
し
、
そ
の
例
句
と
し
て

　
　
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び

　
　
朝
貌
の
双
葉
の
ど
こ
か
濡
れ
ゐ
た
る

　
　
も
ち
の
葉
の
落
ち
た
る
土
に
う
ら
が
へ
る

等
の
句
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は

　
　
「
素
十
君
の
句
は
近
代
的
」
で
あ
り
「
一
見
ま
こ
と
に
古
い
や
う
に
見
え
て
、

　
し
か
も
千
古
を
通
じ
て
新
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
ま
こ
と
』
で
あ
る
。

　
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
真
で
あ
る
≒
小
規
模
だ
と
か
▽
不
一
草
と
い
っ
て
捨
て
ゝ

　
し
ま
ふ
人
の
心
持
は
私
か
ら
い
へ
ば
甚
だ
残
念
な
の
で
あ
る
」

か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
素
十
の
客
観
写
生
に
徹
し
た
作
句
傾
向
を
「
近
代
的
な

句
」
と
し
て
積
極
的
に
推
称
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
意
見
は
全
て

先
き
の
虎
子
の
考
え
を
下
敷
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
句
修
業
漫
談
」
目
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
る
前
に
、

実
は
新
潟
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
俳
誌
『
ま
は
ぎ
』
（
佐
藤
常
吉
発
行
）
昭
和
五
年
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七
月
号
に
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
の
転
載
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
問

題
が
あ
る
。
虚
子
が
地
方
俳
誌
の
掲
載
文
を
敢
て
転
載
し
た
そ
の
理
由
と
し
て
、

松
井
利
彦
氏
は
「
当
時
の
虎
子
の
考
え
方
と
相
似
の
考
え
方
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
あ
っ
侃
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
「
相
似
の
考
え
」
と
い

う
域
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
主
観
表
現
に
走
る
秋
桜
子
へ
の
明
ら
か
な
批
判
で

あ
り
、
裏
を
返
し
て
言
え
ば
虚
子
自
身
の
「
花
鳥
謳
詠
」
「
客
観
写
生
」
の
俳
論
を

強
力
に
推
し
進
め
る
た
め
の
意
識
的
な
扱
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
に
対
し
て
の
秋
桜
子
の
受
け
と
め
方
は
「
私
は
『
秋
桜
子
と
素
十
』

　
を
読
ん
で
あ
ま
り
の
無
理
解
に
腹
が
た
っ
た
か
ら
、
反
駁
文
を
書
か
う
と
思
っ

　
た
が
、
事
は
地
方
雑
誌
『
ま
は
ぎ
』
に
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
み
づ
ほ
は

　
東
大
俗
句
会
の
先
輩
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
て
我
慢
し
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
『
句
修

　
業
漫
談
』
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
連
載
さ
れ
、
こ
の
一
項
も
ま
た
載
る
こ
と
に
な
れ

　
ば
私
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
去
る
か
、
或
は
馬
酔
木
誌
上
に
駁
論
を
書
く
か
、
と
る

　
道
は
二
つ
の
他
に
な
い
と
思
っ
た
」

と
あ
り
、
結
局
そ
の
年
（
昭
和
六
年
）
九
月
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
離
脱
し
た
。

そ
し
て
、
み
づ
ほ
、
今
夜
の
「
秋
桜
子
と
素
十
」
の
反
論
と
し
て
、
「
自
然
の
真
と

文
芸
上
の
真
」
の
論
文
を
『
馬
酔
木
』
十
月
号
に
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
北
住
敏
夫
氏
は
「
秋
桜
子
は
虚
子
の
行
き
方
に
不
満

を
覚
え
て
、
昭
和
六
年
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
か
ら
離
反
し
、
こ
れ
を
発
端
と
し
て

起
っ
た
い
は
ゆ
る
新
興
俳
句
運
動
に
は
誓
子
や
草
城
も
走
っ
た
」
と
言
い
、
松
井

利
彦
氏
は
「
昭
和
の
俳
壇
は
昭
和
六
年
十
月
の
、
水
原
秋
桜
子
・
中
田
み
づ
ほ
の

論
争
を
緒
と
し
て
革
新
的
勤
行
を
表
面
的
と
し
、
以
後
の
約
十
年
間
、
俳
句
を
一

般
文
芸
の
『
場
』
に
還
す
る
た
め
の
種
々
の
試
み
を
見
せ
る
の
で
あ
る
が
、
俳
壇

で
は
こ
の
一
連
の
動
き
を
新
興
俳
句
運
動
と
呼
び
習
わ
し
て
い
斜
と
述
べ
、
ご
ハ

に
「
新
興
供
仏
の
口
火
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
近
代
俳
句
の
一
分
岐
点
と
も
言
え
る
前
記
論
争
の
重
大

な
る
契
機
と
な
っ
た
高
野
素
十
の
俳
句
の
本
質
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一

一

素
十
俳
句
の
解
釈

　
水
原
秋
桜
子
が
「
自
然
の
真
と
文
芸
上
の
真
」
を
発
表
し
た
動
機
及
び
そ
の
目

的
は
前
項
の
如
き
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と

ｏ
み
づ
ほ
の
説
く
「
真
実
」
は
「
自
然
の
真
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
文
芸
上
の
真
」

　
と
い
う
意
味
あ
い
で
は
な
い
。

ｏ
「
自
然
の
真
」
と
は
厳
格
に
言
え
ば
科
学
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
▽
不
一
草

　
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
な
い
。
芸
術
と
は
そ
ん
な
も

　
の
で
は
な
い
。
芸
術
は
そ
の
上
に
厳
然
た
る
優
越
性
を
備
へ
た
も
の
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

ｏ
素
十
の
句
の
〈
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
等
を
も
っ
て
、
み
づ

　
ほ
は
真
実
を
極
め
た
と
い
う
が
、
「
自
然
の
真
」
の
他
に
何
物
の
加
へ
ら
れ
た
る

　
あ
り
や
、
と
反
問
し
た
い
の
で
あ
る
。

ｏ
近
代
的
の
句
と
千
古
を
通
じ
て
新
ら
し
い
句
と
の
意
味
は
決
し
て
同
じ
も
の
で

　
は
な
い
。
明
瞭
に
片
付
け
る
な
ら
ば
、
素
十
君
の
句
は
甚
だ
非
近
代
的
な
句
だ

　
と
称
し
て
誤
り
で
は
な
い
。

の
よ
う
に
一
つ
一
つ
み
づ
は
説
に
対
す
る
反
駁
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
総
じ

て
言
え
ば
、
「
素
十
の
句
は
『
文
芸
上
の
真
』
を
持
つ
句
よ
り
、
次
第
に
『
自
然
の

真
』
の
み
を
持
つ
句
の
方
へ
推
移
し
て
来
た
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
歩
め
る

道
は
芸
術
的
価
値
多
き
作
よ
り
、
芸
術
的
価
値
少
な
き
作
へ
と
低
下
し
て
来
た
の

で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
勿
論
直
接
に
は
み
づ
ほ
に
向
け
て
の
発
言
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま

ま
崇
十
俳
句
の
否
定
で
あ
り
、
そ
し
て
又
虚
子
へ
の
真
向
う
か
ら
の
挑
戦
な
の
で

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
素
十
の
俳
句
に
対
し
て
の
い
く
つ
か
の
批
評
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
山
本
健
吉
氏
は
、
「
〈
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
、
こ
の
句
は

一
部
で
は
絶
讃
を
博
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
第
一
級
の
句
と
は
思
え

な
い
。
そ
れ
は
一
枚
の
ス
ケ
ッ
チ
画
の
ご
と
き
も
の
で
、
一
句
と
し
て
の
凝
縮
と
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芳
醇
さ
と
に
欠
け
、
た
だ
ご
と
に
終
わ
っ
て
軽
す
ぎ
る
の
で
あ
る
」
「
映
し
取
っ
た

風
景
写
真
は
い
わ
ば
魂
の
な
い
風
景
、
思
想
の
な
い
風
景
と
言
ゲ
ベ
き
で
あ
る
」

と
、
作
者
の
主
観
の
表
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
の
否
定
的
な
意
見
を
述
べ

て
い
る
。

　
こ
の
批
評
は
秋
桜
子
の
側
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
又
中
嶋
斌
雄
氏
の

　
「
〈
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
の
如
く
、
力
感
が
失
わ
れ
た
時
、
素

十
俳
句
は
一
種
の
些
末
主
義
に
お
ち
い
る
」
と
も
な
っ
て
く
る
。

　
次
に
平
畑
静
塔
氏
は
、
「
〈
甘
草
の
芽
が
地
の
上
で
と
び
と
び
に
一
と
な
ら
び
〉

し
て
い
る
こ
と
は
甘
草
の
真
を
表
し
た
も
の
で
、
そ
れ
で
俳
句
の
真
実
を
表
し
た

こ
と
に
な
ら
ぬ
の
は
当
り
前
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
私
達
も
大
体
は
さ
う
思
っ
て

い
た
。
だ
が
〈
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
と
完
結
断
定
さ
れ
た
と

な
る
と
全
然
ち
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
芸
術
と
し
て
の
充
足
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
作
者
が
作
品
に
托
し
た
内
部
リ
ズ
ム
を
感
じ
る
こ
と
の
出

来
心
作
品
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
は
、
戦
後
の
私
の
目
の
開
き
な
の
で
あ
っ
た

の
だ
。
こ
の
甘
草
の
句
に
は
作
者
の
心
の
弾
み
、
喜
び
が
ひ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

私
は
こ
の
傾
向
の
句
を
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
所
謂
花
急
派
詠
の
作
品
と
し
て
の
一
級
品

代
表
品
と
思
っ
て
い
る
」
と
評
し
て
、
客
観
写
生
か
ら
な
る
作
品
の
中
に
も
作
者

の
心
情
と
い
う
も
の
を
見
出
し
、
素
十
俳
句
の
芸
術
的
価
値
を
認
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
評
の
中
の
「
当
時
の
私
達
も
大
体
は
そ
う
思
っ
て
い
た
」
は
、

平
畑
氏
が
秋
桜
子
と
近
い
立
場
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
山
口
誓
子
氏
と
交
わ
り
が
深

か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
俳
句
と
し
て
は
素
十
の
作
品
の
方

が
正
し
い
ゆ
き
方
だ
と
理
念
と
し
て
は
承
服
出
来
て
も
、
実
際
は
秋
桜
子
作
品
の

流
麗
典
雅
の
し
ら
べ
の
囚
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
青
年
と
し
て
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
若
き
日
の
解
釈
か
ら
一
歩
進
ん
で
「
戦
後
の
目
の
開
き
」
と
し

て
認
識
を
新
た
に
し
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
又
「
現
代
俳
句
を
語
感
の
中
で
、
昭
和
初
年
の
俳
句
の
今
日
的
な
目
で
の
評

価
に
つ
い
て
、
詩
人
の
安
東
次
男
氏
は
「
四
Ｓ
時
代
が
全
部
い
い
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
ん
で
す
ね
。
私
の
芸
論
か
ら
い
え
ば
、
あ
の
中
で
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
る
の

は
高
野
素
十
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
か
ね
。
た
と
え
ば
あ
と
の
三
人
と
高
野
素
十
を
同

列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
よ
」
と
語
り
、
そ
れ
に
対
し
て
石
原
ハ
束
氏

は
「
そ
の
ひ
と
こ
と
だ
け
で
も
大
い
に
考
え
な
き
や
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
と
思

う
ん
で
す
が
。
素
十
は
も
っ
と
見
直
し
て
も
い
い
と
思
う
な
」
と
、
こ
れ
も
又
素

十
俳
句
の
再
検
討
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
一
枚
の
ス
ケ
ッ
チ
画
と
も
或
い
は
、
魂
の
な
い
風
景
と
も
評
さ
れ
、

些
末
主
義
と
も
批
判
さ
れ
た
そ
の
素
十
の
写
生
俳
句
の
中
に
、
は
た
し
て
作
者
の

主
観
が
ど
う
観
入
さ
れ
て
い
て
、
更
に
は
そ
れ
が
ど
う
受
け
取
ら
れ
る
か
と
い
う

と
こ
ろ
に
問
題
は
移
っ
て
く
る
。
上
村
占
魚
氏
は
こ
の
点
を
明
確
に
、
「
素
十
俳
句

に
つ
い
て
従
来
、
脱
感
惰
性
だ
と
解
い
て
い
る
。
と
ん
で
も
な
い
。
詠
句
の
心
底

ふ
か
く
に
こ
も
る
抒
情
の
泉
を
聴
き
と
る
耳
を
養
う
べ
き
だ
」
と
言
い
、
素
十
の

俳
句
の
中
に
あ
る
主
観
を
見
出
す
の
は
鑑
賞
者
の
責
任
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
結
着
は
中
村
草
田
男
氏
が
素
十
の
句
〈
も
ち
の
葉
の
落
ち
た
る

土
に
う
ら
が
へ
る
〉
〈
朴
の
花
し
ば
ら
く
あ
り
て
風
渡
る
〉
に
於
て
「
自
然
だ
け
を

関
心
事
と
し
、
自
然
だ
け
を
凝
視
し
つ
づ
け
る
人
々
の
間
で
こ
そ
」
こ
れ
ら
く
も

ち
の
葉
〉
〈
朴
の
花
〉
の
二
句
は
、
こ
れ
ら
二
物
の
「
も
っ
と
も
純
粋
な
真
相
を
啓

示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
さ
に
あ
ら
ざ
る
世
間
一
般
の
人
々
の
間

に
あ
っ
て
は
、
〈
落
ち
た
る
土
に
う
ら
が
へ
る
〉
〈
し
ば
ら
く
あ
り
て
風
渡
る
〉
の

表
現
で
は
何
ら
特
殊
の
具
体
相
を
伝
達
す
る
こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
つ
き
つ
め
て
ゆ
げ
ば
鑑
賞
者
自
身
の
志
向
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
素
十
自
身
は
こ
の
点
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ズ
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
早
春
の
地
上
に
は
や
ば
や
と
現
わ

　
れ
た
甘
草
の
明
る
い
淡
い
緑
の
芽
の
姿
は
、
地
下
に
あ
る
長
い
宿
根
の
故
で
あ

　
ろ
う
が
こ
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
い
と
け
な
き
も
の
の
宿
命
の
姿
が
。

　
〈
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
か
な
し
き
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も
の
と
感
じ
美
し
き
も
の
と
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
ズ
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
に

一
と
な
ら
び
〉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
の
一
文
か
ら
は
素
十
の
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
情
感
と
い
う
も
の
を
十
分
に
汲
み
と

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
「
情
感
」
の
こ
の
俳
句
作
品
へ
の
観
入
は
く
と

び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
の
「
の
」
の
一
宇
に
托
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
く
と
び
と
び
の
（
生
命
）
　
の
一
と
な
ら
び
〉
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
く
と
び
と
び
に
〉
と
単
に
場
面
を
捉
え
た
の
で
は
な
く
、
と
び
と
び
に
つ

な
が
る
い
と
け
な
き
も
の
の
宿
命
の
姿
、
即
ち
甘
草
の
生
命
に
触
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
「
か
な
し
き
も
の
」
と
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
平
畑
氏
の
言
う
「
作
者

が
作
品
に
托
し
た
内
部
リ
ズ
ム
」
と
は
、
こ
の
対
象
の
生
命
と
作
者
の
生
命
と
が

共
鳴
し
て
起
き
た
感
動
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
あ
た
か
も
唐
子
の
、
素
十
の
句
に
対
す
る
「
〈
朝
顔
の
双

葉
の
ど
こ
か
濡
れ
ゐ
た
る
〉
朝
顔
の
双
葉
を
描
い
て
生
命
を
伝
え
得
た
も
の
は
、

宇
宙
の
全
生
命
を
伝
え
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
‥

俳
句
と
い
う
も
の
は
そ
う

い
う
所
を
目
的
に
し
て
進
む
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」
に
見
ら
れ
る
志
向
と
全
く

同
一
の
線
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
▽
不
一
草
の
姿
を
通
し
て
、
そ
の
も
の
の
本
質
を
捉
え
、
そ
こ
で
作
者
の
心
と

触
れ
合
っ
た
対
象
の
生
命
を
詠
い
上
げ
る
、
素
十
俳
句
の
解
釈
は
方
法
と
し
て
こ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
　
素
十
俳
句
の
本
質

　
と
こ
ろ
で
▽
不
一
草
の
生
命
を
純
客
観
的
に
詠
い
上
げ
る
こ
と
は
、
俳
句
と
し

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
中
村
草
田
男
氏
は
「
〈
桃
青
し
赤
き
と
こ
ろ
の
少
し
あ
り
　
素
十
〉
『
思
想
の
世

界
』
で
あ
る
べ
き
『
文
学
』
の
一
分
野
を
、
極
端
に
ま
で
視
覚
化
し
絵
画
化
し
て

し
ま
う
こ
と
は
、
当
然
そ
こ
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
べ
き
余
地
が
多
分
に
存
す
る

わ
け
で
あ
る
」
と
、
そ
の
思
想
性
の
な
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
前
項
で
述

べ
た
と
こ
ろ
の
、
氏
の
「
さ
に
あ
ら
ざ
る
世
間
一
般
の
人
々
」
の
側
か
ら
の
文
学

と
し
て
の
連
繋
交
流
如
何
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
句
も
作
者
に
と
っ
て
は
甘
草
の
句
と
同
じ
く
、
対
象
で
あ
る
「
桃
」

の
み
ず
み
ず
し
い
生
命
を
賛
美
し
た
の
で
あ
る
。
「
色
彩
を
本
位
と
し
て
、
一
幅
の

静
物
画
さ
な
が
ら
に
見
事
に
描
き
上
げ
て
い
る
」
と
い
う
草
田
男
氏
の
評
は
、
そ

の
ま
ま
Ｔ
何
の
表
面
的
な
把
握
と
し
て
は
正
し
い
。
し
か
し
一
句
の
内
容
及
び
そ

の
あ
り
方
は
、
素
材
と
し
て
の
一
箇
の
「
桃
」
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
桃
の
お
お

よ
そ
の
姿
を
〈
青
し
〉
と
捕
え
、
さ
ら
に
〈
赤
き
と
こ
ろ
の
少
し
あ
り
〉
と
具
体

化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
熟
れ
は
じ
め
た
桃
の
そ
の
初
う
い
し
い

生
命
を
詠
い
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
自
然
物
の
生
命
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
二
河
と
し
て
詠
い
上
げ
る
作
者
の

目
、
そ
の
対
象
へ
熱
く
向
け
ら
れ
た
愛
の
目
な
ざ
し
に
、
私
は
作
者
の
心
の
あ
り

よ
う
と
同
時
に
或
る
種
の
思
想
と
い
う
も
の
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
こ
ぞ
か
素
十
俳
句
の
本
質
に
大
き
く
間
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
素
十
の
こ
の
自
然
に
対
す
る
「
愛
」
と
「
凝
視
」
と
に
つ
い
て
述
べ
て

み
よ
う
。

　
　
百
姓
の
血
筋
の
吾
に
麦
青
む

と
い
う
句
が
素
十
に
あ
る
。
素
十
は
茨
城
県
北
相
馬
郡
山
王
村
に
一
農
家
の
長
男

と
し
て
生
ま
れ
た
。
こ
の
〈
百
生
の
血
筋
〉
が
、
素
十
と
自
然
と
を
宿
命
的
に
結

び
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
自
然
を
ど
の
程
度
に
尊
重
し
て
い
る
か
に

よ
っ
て
い
句
の
価
値
が
定
ま
る
。
自
然
、
人
生
を
肯
定
す
る
俳
句
が
私
ら
の
俳
句

で
あ
る
」
か
ら
も
十
分
に
伺
わ
れ
よ
う
し
、
或
い
は
「
写
生
と
い
ふ
言
葉
か
ら
私

は
自
然
を
大
切
に
旺
尊
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
を
り
ま
す
」
で
も
理
解
出

来
る
。
ヽ
又
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麦
を
打
つ
頃
あ
り
母
は
な
つ
か
し
き

と
、
そ
の
百
姓
の
仕
事
は
そ
の
ま
ま
母
へ
の
思
い
出
と
つ
な
が
っ
て
来
る
。

　
素
十
の
母
は
ぷ
ん
と
言
い
「
私
に
は
父
の
異
な
っ
た
姉
が
一
人
居
っ
た
。
私
の

母
は
縁
づ
い
た
先
の
夫
に
死
別
し
た
の
で
恭
と
い
う
一
人
の
女
の
子
を
そ
の
家
に

残
し
て
生
家
に
帰
っ
」
た
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
恭
と
い
う
姉
に
つ
い
て
、
「
一
般

的
に
云
っ
て
姉
の
よ
う
な
境
遇
に
育
っ
た
女
が
幸
福
な
生
涯
を
送
る
の
は
少
な
い

よ
う
に
、
姉
の
生
涯
も
幸
福
と
い
う
事
は
出
来
な
か
っ
た
」
と
あ
り
、
素
十
は
こ

の
母
と
姉
を
通
し
て
幼
き
日
に
す
で
に
人
生
の
哀
し
み
を
見
て
い
る
。

　
又
素
十
は
「
今
私
か
思
い
起
す
母
の
姿
、
そ
れ
は
私
が
何
か
悪
い
こ
と
を
し
た

時
で
あ
ろ
う
、
〈
夜
振
火
の
く
t
4
s
E
で
た
る
小
門
か
な
〉
と
い
う
私
の
句
が
あ
る

が
、
そ
の
生
簸
の
間
に
あ
る
小
さ
い
出
入
の
為
の
門
の
と
こ
ろ
で
、
母
が
子
供
の

私
を
悲
し
み
と
も
慈
愛
と
も
ど
ち
ら
と
も
云
え
ぬ
眼
で
私
を
見
つ
め
た
そ
の
美
し

い
眼
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
が
悲
母
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
心

に
し
み
入
る
よ
う
な
真
の
愛
の
姿
を
母
に
見
て
い
る
。

　
そ
し
て
そ
の
素
十
の
「
愛
」
は
「
私
の
家
は
代
々
の
成
田
山
信
者
で
あ
り
、
私

も
小
さ
い
時
か
ら
祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
よ
く
お
詣
り
に
行
っ
た
。
何
度
も
の
護
摩

の
座
に
も
列
っ
た
こ
と
が
あ
る
≒
東
京
へ
十
二
里
成
田
ヘ
ハ
里
と
い
う
言
葉
が
あ

っ
た
。

て
行
っ

回
を
、
百
姓
の
子
が
祖
父
の
前
に
な
り
後
に
な
り
気
負
っ
て
歩
い

¬
祖

花
で
飾
ら
れ
て
お
っ
た

れ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。

２９母

の
牡
丹
は
盛
り
の
時
は
神
様
も
仏
様
も
す
べ
て
牡
丹
の

と
い
う
よ
う
な
家
庭
の
中
で
、
宗
放
心
と
共
に
育
て
ら

　
こ
こ
に
し
て
、
〈
甘
草
の
芽
の
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
の
句
で
、
「
一
つ
の

い
と
け
な
き
も
の
の
宿
命
の
姿
が
く
と
び
と
び
の
一
と
な
ら
び
〉
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
私
は
か
な
し
き
も
の
と
感
じ
、
美
し
き
も
の
と
感
じ
た
の
で
あ
っ

た
」
と
い
っ
た
素
十
俳
句
の
本
質
を
は
っ
き
り
と
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
。

青
み
ど
ろ
も
た
げ
て
か
な
し
菖
蒲
の
芽

素
十

囮
鴨
雌
を
つ
ゝ
き
ぬ
悲
し
け
れ

雁
の
声
の
し
ば
ら
く
空
に
満
ち

黒
人
の
子
の
黒
人
や
秋
の
風

夏
の
人
空
手
来
り
て
空
手
去
る

同同同同

等
の
句
は
、
こ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
自
然
の
実
相
、
摂
理
、
が
愛
の
目
で
か
な
し

み
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

　
こ
の
自
然
、
生
命
、
宿
命
、
愛
、
哀
し
み
等
々
の
因
子
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、

素
十
の
心
に
深
く
「
生
の
か
な
し
み
」
を
植
え
付
け
た
の
に
違
い
な
い
。
素
十
俳

句
の
本
質
は
実
に
こ
の
「
生
の
か
な
し
み
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
か
な
し
」
は

　
「
愛
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
又
「
哀
し
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
対
象
へ
の
そ
の
熱
き
目
な
ざ
し
は
「
凝
視
」
と
い
う
形
と
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
俳
句
に
於
て
素
直
と
い
ふ
言
葉
は
忠
実
に
天
地
に
随
ふ
と
い

よ
事
で
あ
り
ま
す
。
之
は
又
、
科
学
者
の
態
度
で
も
あ
り
ま
す
↓
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
東
京
大
学
医
学
部
、
更
に
卒
業
後
は
同
大
学
法
医
学
教
室
に
大

局
し
、
法
医
学
及
び
血
清
学
の
研
究
を
つ
づ
け
た
、
そ
の
科
学
者
と
し
て
の
鋭
い

眼
光
が
こ
と
ご
と
く
対
象
な
る
も
の
の
本
質
を
見
ぬ
い
た
の
で
あ
る
。
（
尚
、
法
医

学
は
犯
罪
学
と
も
言
わ
れ
、
人
間
の
本
来
の
生
の
哀
し
み
に
か
か
わ
る
学
問
で
あ

る
。
）

　
百
姓
の
子
と
し
て
の
自
然
へ
の
愛
、
科
学
者
と
し
て
の
徹
底
し
た
観
察
、
こ
の

あ
り
方
は
そ
の
ま
ま
虚
子
の
唱
道
す
る
「
花
良
識
詠
」
「
客
観
写
生
」
と
完
全
に
一

致
し
、
ひ
い
て
は
忠
実
な
る
実
践
者
と
し
て
虚
子
の
支
持
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
私
が
俳
句
を
は
じ
め
た
頃
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
し
て
も
写
生
色
の
最
も
濃

厚
な
時
代
」
で
あ
り
「
そ
の
中
に
あ
っ
て
先
生
の
『
凡
兆
小
論
』
と
い
う
一
文
は

特
に
私
の
心
を
捉
え
た
。
私
は
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
俳
句
と
い
う
も
の
が
悉
皆
判

っ
た
よ
う
に
思
え
た
。
そ
う
し
て
私
の
辿
る
べ
き
道
は
こ
れ
で
あ
る
と
決
心
し
、

大
変
愉
快
で
あ
っ
た
」
は
、
俳
句
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
頃
の
様
子
と
そ
の

心
と
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
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四
　
お
わ
り
に

　
　
回
筒
野
素
十
俳
句
再
び
」
－
写
生
と
作
家
像
し
に
お
い
て
岡
井
省
二
氏
は
゛
そ

の
私
生
活
に
於
て
彼
の
資
性
は
、
例
え
ば
豪
毅
、
例
え
ば
清
濁
併
呑
、
例
え
ば
瓦

落
、
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
は
そ
れ
は
彼
の
作
品
と
は
大
方
結
び
つ
き
は
し

な
い
。
と
き
に
か
り
に
結
び
つ
い
た
と
し
て
も
単
に
性
格
の
豪
瓦
さ
ほ
ど
を
以
て
、

そ
の
創
り
手
の
全
体
像
な
ど
と
す
る
低
い
話
は
出
来
ま
い
。
ま
ず
彼
の
『
人
』
と

　
『
作
品
』
と
は
別
々
な
の
で
あ
る
。
」
「
客
観
写
生
真
骨
頂
漢
だ
け
で
は
『
顔
』
に

は
な
旺
ｙ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
俳
人
な
ら
ば
一
様
に
持
ち
合
わ
せ
て
然
る
べ
き
顔
だ

か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
し
か
し
今
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
素
十
は
決
し
て
単
に
豪
毅
で
も
瓦
落
で
も

な
い
。
勿
論
そ
う
い
う
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
富
安
風
生
氏
の
「
豪
放
瓦

落
と
い
っ
た
印
象
の
奥
に
、
複
雑
な
細
か
い
神
経
が
働
い
て
い
る
」
の
よ
う
に
、

む
し
ろ
極
め
て
繊
細
な
感
覚
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
素
十
の
〈
甘
草

の
芽
〉
の
句
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
「
人
」
と
「
作
品
」
は
別
々
と
は
言
い
が
た

い
の
で
あ
る
。

　
又
、
岡
井
氏
の
「
作
家
の
顔
が
な
い
」
で
あ
る
が
、
確
か
に
実
生
活
の
顔
は
見

え
な
い
。
し
か
し
顔
は
見
え
る
。
そ
し
て
人
間
も
見
え
る
。
即
ち
、
い
と
け
な
き

も
の
の
生
命
に
目
を
そ
そ
ぐ
限
り
な
く
慈
愛
に
み
ち
た
顔
で
あ
る
。
そ
の
顔
は
そ

の
ま
ま
素
十
の
人
間
性
で
も
あ
り
、
又
人
生
に
対
す
る
姿
勢
で
も
あ
る
。
作
句
の

方
法
と
し
て
の
「
客
観
写
生
真
骨
頂
漢
」
か
ら
、
大
雑
把
に
彼
の
顔
を
見
よ
う
と

し
て
も
そ
れ
は
お
よ
そ
意
昧
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
要
は
そ
の
作
句
の
方
法
で
は

な
く
、
そ
の
人
の
根
本
の
精
神
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
山
本
健
吉
氏
も
又
「
彼
は
Ｔ
伺
二
句
の
完
成
に
賭
け
て
い
る
が
、
生
活
や
人
間

を
読
者
に
示
そ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
作
者
が
生
活
や
人

間
を
示
そ
う
と
し
な
く
て
も
、
結
果
と
し
て
そ
れ
は
作
品
に
現
わ
れ
て
い
る
。
先

述
し
た
上
村
氏
の
説
の
如
く
「
詠
句
の
心
底
ふ
か
く
に
こ
も
る
抒
情
の
泉
を
聴
き

と
る
耳
を
養
う
べ
き
」
な
の
で
あ
る
。
生
活
と
は
職
業
の
意
で
は
な
く
「
心
の
生

活
・
精
神
の
あ
り
方
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
私
は
す

で
に
素
十
の
生
活
も
人
間
も
見
た
こ
と
に
な
る
。

　
大
の
如
く
熱
さ
愛
の
心
（
主
観
）
を
以
て
対
象
と
向
か
い
合
い
、
水
の
如
き
冷

や
や
か
さ
（
客
観
）
を
以
て
も
の
の
生
命
の
か
な
し
み
を
詠
う
。
素
十
の
俳
句
作

品
は
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
愛
に
貫
か
れ
た
志
向
そ
の
も

の
を
私
は
素
十
の
思
想
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
素
十
の
思
想
の
源
泉
は
、
い
つ
の
目
も
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
素
十

の
母
へ
の
郷
愁
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
思
う
。
素
十
に
は

　
　
フ
秋
の
灯
に
ひ
ら
が
な
ば
か
り
母
の
文
〉
〈
秋
の
灯
に
ひ
ら
が
な
ば
か
り
母
へ

文
〉
　
こ
れ
等
の
句
に
接
す
る
と
、
私
は
又
自
分
の
母
の
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
居

ら
れ
な
い
。
全
く
私
の
泣
き
ど
こ
ろ
の
句
で
は
あ
る
」
と
い
う
句
評
や
、
「
ほ
か
の

感
情
を
交
え
ず
に
、
た
だ
た
だ
な
つ
か
し
い
と
い
う
の
は
母
だ
け
で
あ
る
よ
う
な

気
が
す
る
」
の
文
章
が
あ
る
。

　
　
　
〈
注
〉

①
　
松
井
利
彦
『
近
代
俳
論
史
』
（
桜
楓
社
）
3
5
6
頁

②
　
水
涼
秋
桜
子
『
高
浜
虚
子
』
（
文
芸
春
秋
新
社
）
2
3
6
頁

③
　
北
住
敏
夫
『
写
生
俳
句
及
び
写
生
文
の
研
究
』
（
明
治
書
院
）
1
8
8
頁

④
　
松
井
利
彦
『
昭
和
俳
句
の
研
究
』
（
桜
楓
社
）
1
5
5
頁

⑤
　
新
興
俳
句
運
動
…
…
昭
和
前
期
に
発
生
し
た
俳
句
近
代
化
運
動
の
呼
称
。
当
初
反
ホ

　
　
ト
ト
ギ
ス
の
運
動
で
あ
っ
た
。
（
以
下
略
）
（
『
俳
素
人
辞
典
』
明
治
書
院
）
に
よ
る
。

⑥
　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
香
西
照
雄
氏
は
『
現
代
文
学
講
座
』
第
九
集
（
明
治
書
院
）
の

　
　
中
で
「
素
十
を
虚
子
の
花
鳥
謳
詠
・
客
観
写
生
の
忠
実
な
使
徒
と
す
る
説
は
肯
定
す

　
　
る
と
し
て
も
、
そ
の
デ
ッ
サ
ン
を
『
自
然
の
真
』
と
概
括
し
て
退
け
、
彼
に
極
北
的

　
　
に
典
型
さ
れ
る
日
本
人
独
得
の
簡
約
繊
細
な
活
写
を
継
ぎ
短
詩
形
を
生
か
す
こ
と
を

　
　
考
え
ず
、
短
歌
的
抒
情
や
説
明
調
に
堕
し
た
新
興
俳
句
の
盲
点
も
否
め
な
い
と
忠
う
。

　
　
素
十
↓
茅
舎
・
草
田
男
と
い
う
正
流
と
、
秋
桜
子
↓
新
興
俳
句
と
い
う
傍
流
と
を
別

　
　
っ
た
点
に
、
素
十
・
秋
桜
子
の
対
立
の
史
的
意
義
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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⑤⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑤⑩⑩⑩⑥⑩⑨⑧⑦⑩⑤⑩⑩

山
本
健
吉
『
現
代
俳
句
』
（
角
川
書
店
）
湧
頂

中
嶋
斌
雄
『
新
訂
現
代
俳
句
全
講
二
字
燈
社
』
2
7
9
頁

平
畑
静
塔
『
山
口
誓
子
』
（
桜
楓
社
）
１
頁

注
⑨
に
同
じ
　
3
5
頁

　
『
現
代
日
本
文
学
大
系
』
月
報
9
7
（
筑
摩
書
房
）
９
頁

上
村
占
魚
『
現
代
俳
人
』
（
桜
楓
社
）
肘
頁

中
村
草
田
男
『
現
代
名
句
評
釈
』
（
明
治
書
院
）
2
7
8
頁

高
野
素
ト
「
珀
末
主
義
」
（
『
芹
』
昭
和
3
8
年
２
月
号
）

高
浜
虚
子
「
雑
詠
句
府
会
」
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
昭
和
４
年
６
月
号
）

注
⑩
に
同
じ
　
捌
頁

稲
田
壷
青
『
句
文
集
』
中
「
子
規
の
句
の
こ
と
」
（
素
十
）
昂
頁

高
野
素
十
「
芹
・
雪
・
薩
戸
」
（
『
芹
』
昭
和
3
2
年
５
月
号
）

高
野
素
十
「
姉
」
（
『
芹
』
昭
和
語
年
５
月
号
）

注
⑩
に
同
じ

高
野
素
十
「
句
評
」
（
『
芹
』
昭
和
む
年
１
月
号
）

高
野
素
十
「
成
田
詣
」
（
『
芹
』
昭
和
語
年
１
月
号
）

高
野
素
十
「
花
御
堂
」
（
『
芹
』
昭
和
泗
年
６
月
号
）

高
野
素
十
「
狂
ひ
花
」
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
昭
和
７
年
珀
月
号
）

　
『
凡
兆
小
論
』
の
要
旨
「
元
禄
時
代
に
あ
っ
て
意
識
的
に
客
観
趣
味
に
重
き
を
置
い

て
純
写
生
句
を
作
っ
た
も
の
は
彼
一
人
あ
る
の
み
」
と
し
て
凡
兆
の
句
を
引
い
て
写

生
句
を
高
揚
し
た
。

高
野
素
十
「
句
評
」
（
『
芹
』
昭
和
語
年
Ｕ
月
号
）

岡
井
省
二
『
淀
』
（
・
罰
和
陥
年
１
月
号
）

富
安
風
生
『
大
正
秀
句
』
（
春
秋
社
）
2
5
3
頁

注
⑦
に
同
じ
　
2
8
4
頁
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