
晩
年
の
高
野
素
十

Ｈ
　
は
じ
め
に

ｊ
復
刊
『
芹
』
時
代

　
対
象
へ
の
凝
視
に
徹
し
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
客
観
写
生
派
の
宿
将
と

し
て
知
ら
れ
た
鈴
木
花
蓑
の

　
　
　
頂
上
や
淋
し
き
天
と
秋
燕
と
　
花
蓑

の
句
を
病
床
に
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
高
野
素
十
は
他
界
し
た
。
昭
和

五
十
一
年
十
月
四
日
朝
五
時
で
あ
っ
た
。

　
主
宰
誌
復
刊
「
芹
」
の
昭
和
五
十
一
年
七
月
号
の
近
詠
に

　
　
　
天
の
川
西
へ
流
れ
て
と
ゞ
ま
ら
ず
　
　
素
　
十

　
　
　
わ
が
星
の
い
づ
く
に
あ
る
や
天
の
川
　
　
同

の
句
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
師
高
浜
唐
子
の

づ

會
　
　
田

紘
　
　
文

　
　
　
腹
子
一
人
銀
河
と
共
に
西
へ
行
く
　
　
虚
　
子

　
　
　
わ
れ
の
星
燃
え
て
を
る
な
り
星
月
夜
　
　
同

の
句
を
心
に
置
い
て
の
、
辞
世
の
挨
拶
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
素
十
の
最
晩
年
の
句
に
対
し
て
、
「
俳
句
の
軽
み
と
遊
び
と
虚

構
」
〈
座
談
会
〉
（
『
俳
句
』
昭
和
五
十
二
年
五
月
号
－
角
川
書
店
－
）

の
中
で

森
　
澄
雄
「
素
十
さ
ん
の
句
は
も
ち
ろ
ん
写
生
の
極
限
と
し
て
ぽ
く
は

　
　
非
常
に
感
心
す
る
句
が
あ
り
ま
す
が
、
最
後
の
一
句
に
関
す
る
限

　
　
り
は
『
わ
が
星
の
い
づ
く
に
あ
る
や
天
の
川
』
と
い
う
の
は
写
生

　
　
を
離
れ
て
少
し
淡
い
」

山
本
健
吉
「
主
観
的
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

森
　
澄
雄
「
非
常
に
主
観
的
…
…
…
。
老
境
に
な
る
に
従
っ
て
、
句
が
淡
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く
な
っ
て
、
な
ん
と
い
う
の
か
写
生
を
離
れ
て
だ
ん
だ
ん
一
種
の

抒
情
派
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
」

と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
座
談
会
で
の
発

言
者
の
】
人
で
あ
る
山
本
健
吉
氏
の
曽
て
の
素
十
評
に
は

　
　
　
芦
刈
の
天
を
仰
い
で
槐
る
　
素
十

　
作
者
の
魂
は
写
生
の
鬼
と
化
し
て
い
る
。
素
十
に
は
動
詞
現
在
形
で

　
結
ん
だ
句
に
秀
作
が
多
い
。
こ
の
形
は
説
明
的
、
散
文
的
に
な
り
や

　
す
い
が
、
そ
れ
を
防
い
で
い
る
も
の
は
彼
の
凝
視
に
よ
る
単
純
化
の

　
至
芸
だ
。
抒
情
を
拒
否
し
て
、
彼
は
抒
情
を
獲
得
し
て
い
る
。
」
「
素

　
十
の
成
功
し
た
句
は
他
の
誰
よ
り
も
俳
句
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の

固
有
の
方
法
を
つ
か
ん
で
お
り
、
い
わ
ば
そ
の
俳
句
そ
の
以
皿
と
言

う
べ
き
で
あ
っ
て
、
現
代
俳
句
の
大
高
峰
を
な
し
て
い
る
。
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
没
主
観
の
客
観
写
生
俳
人
と
し
て

の
素
十
に
対
す
る
賛
辞
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
文
と
、
先
き
の
座
談
会
で

の
素
十
評
と
に
は
明
ら
か
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
「

の
唱
導
す
る
花
鳥
風
詠
の
忠
実

昌

要論

心
客
観
写
生
に
徹
し
、
腹
子

　
　
　
　
　
一
　
－
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ

≒
と
言
わ
れ
て
来
た
素
十
の

作
品
が
、
晩
年
ど
の
よ
う
な
傾
向
で
あ
っ
た
か
を
、
森
氏
の
「
写
生
を

離
れ
て
だ
ん
だ
ん
一
種
の
抒
情
派
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
の
指
摘

に
沿
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

⌒

　
　
　
　
　
�
　
『
芹
』
時
代

　
素
十
が
「
俳
句
の
道
は
　
た
だ
　
こ
れ
　
写
生
。
こ
４
　
４
Ｄ
　
写

生
。
」
と
主
張
し
て
俳
誌
「
芹
」
を
創
刊
し
た
の
は
昭
和
三
十
二
年
五

月
で
あ
る
。
そ
の
号
の
巻
頭
言
に

　
私
は
虚
子
先
生
か
ら
写
生
俳
句
と
い
ふ
も
の
を
教
へ
ら
れ
ま
し
た
。

た
。
二
筋
に
写
生
す
る
と
い
ふ
教
へ
を
受
け
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ

の
通
り
に
実
行
し
、
勉
強
し
て
参
り
ま
し
た
。
之
が
私
の
俳
句
で
あ

り
ま
す
。

と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
写
生
は
志
向
で
あ
り
実
践
で
あ
る
」
と

言
い
、
常
に
写
生
を
標
傍
し
て
来
た
の
で
’
あ
る
。
だ
が
、
昭
和
四
十
五

年
五
月
十
二
日
に
素
十
は
自
宅
に
て
発
病
、
同
十
九
日
に
入
院
し
。

　
『
芹
』
は
同
年
九
月
号
（
第
十
四
巻
五
号
ｊ
１
通
刊
一
六
一
号
）
で
休

刊
と
な
っ
た
。
そ
の
最
終
号
に

　
虚
子
先
生
の
何
百
分
の
Ｉ
ｊ
そ
れ
が
唐
子
先
生
か
ら
私
に
伝
っ

た
全
部
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
ｌ
ｊ
そ
の
全
部
を
諸
君
に
私
意

を
交
え
ず
に
、
全
部
を
伝
え
終
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
私
に
残
っ
て
い

る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
う
考
え
る
私
の
心
は
満
足
で
あ
り
愉
快
で

あ
る
。
」

ｒ
　
％
ｒ
Ｉ
♂
ｌ
％
ｉ
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と
書
き
、
そ
の
俳
句
作
家
と
し
て
の
立
場
に
一
応
の
終
止
符
を
打
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
文
章
に
は
、
そ
の
師
虎
子
の
俳
論
の
継
承
、
実
践
の
意
識

が
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。

注
ド
の
『
芹
』
時
代
の
素
十
の
俳
句
観
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
す

る
が
、
そ
れ
を
大
き
く
ま
と
め
れ
ば
　
「
す
ぐ
れ
た
作
品
を
成
す
た
め

に
は
ヽ
作
者
の
清
く
高
い
心
が
要
求
さ
れ
る
Ｉ
そ
の
清
く
高
い
作
者
の
　
　
’

心
は
、
深
い
写
生
に
よ
り
養
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
写
生
の
深
さ
は
又

又
作
者
の
心
の
深
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
写
生
の
た
め

の
心
の
深
さ
で
あ
り
、
心
の
深
さ
の
た
め
の
写
生
な
の
で
あ
‰
Ｊ
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
こ
で
素
十
が
「
写
生
」
ど
フ
心
」
と
を
結
び
つ
け
た
こ
と
に
は
大

き
な
意
味
が
あ
る
。
昭
和
三
年
十
一
月
号
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
の
「
秋

桜
子
と
素
十
」
の
一
文
で
、
虚
子
は
俳
句
の
二
つ
の
異
な
る
傾
向
を
説

明
し
、
そ
の
写
生
態
度
を
「
主
観
的
空
想
的
」
な
る
秋
桜
子
と
、
「
客

観
的
現
実
的
」
な
る
素
十
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
真
実

性
の
強
さ
か
ら
素
十
の
在
り
方
を
肯
定
し
、
「
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
当
て
は
ま
る
べ
き

も
の
と
思
ふ
」
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
秋
桜
子
は
「
若
し
も
『
自
然
の
真
』
を
究
め
て
俳
句

の
能
事
終
れ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
俳
人
は
書
斎
の
勉
強
を
要
す
る
こ
と

な
く
ヽ
ふ
の
涵
ｔ
を
大
切
に
す
る
こ
と
も
な
い
心
⑥
（
傍
点
筆
者
）
と
し

て
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
去
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
当
時
論
ず
る
こ
と
の

少
な
か
っ
た
素
十
の
実
践
を
通
し
て
の
答
え
が
、
こ
の
「
芹
」
時
代
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

　
昭
和
初
頭
一
一
。
「
甘
草
の
芽
の
と
び
／
～
の
ひ
と
な
ら
び
」
等
の
句
に
よ

り
、
反
対
派
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
草
の
芽
俳
句
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
無

内
容
に
も
受
け
と
れ
る
外
形
的
な
些
末
さ
を
強
く
非
難
さ
れ
た
そ
の
素

十
が
、
写
生
に
よ
っ
て
な
る
作
品
に
心
の
裏
化
眼
ド
こ
こ
で
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

目
　
素
十
に
お
け
る
「
晩
年
」

　
さ
て
、
心
の
涵
養
を
客
観
写
生
の
根
底
に
置
い
た
素
十
の
晩
年
の
句

に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
素
十
の
晩
年
と
は
い
つ
か
ら
を
指
す
の
か
と

い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
私
は
、
前
項
で
述
べ
た
「
…
…
…
私
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
何
も
な
い
」

と
い
う
言
葉
と
共
に
『
芹
』
を
休
刊
し
た
昭
和
四
十
五
年
九
月
号
を
以

て
区
切
り
た
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
又
、
翌
昭
和
四
十
六
年
の
復
刊

『
芹
』
　
（
六
月
号
）
を
以
て
始
ま
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
即
ち

　
　
『
芹
』
の
復
刊
は
或
い
は
短
い
命
を
更
に
短
く
す
る
様
な
多
忙
さ

と
心
労
さ
と
の
加
重
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
凡

俗
の
身
の
私
に
は
、
時
と
し
て
物
を
云
っ
て
見
た
く
な
っ
た
り
何
か

と
書
い
て
み
た
く
な
っ
た
り
、
又
弟
子
達
の
云
う
こ
と
を
聞
い
て
見

た
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
云
う
意
味
か
ら

『
芹
』
を
復
刊
す
る
こ
と
に
し
た
」
注
⑧
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時
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
詳
し
く
言
え
ば
、
休
刊
と
復
刊
と
の
間
に
約
ハ

ケ
月
の
空
白
が
あ
る
。
そ
の
前
後
の
病
状
と
作
品
発
表
を
示
せ
ば
次
の

１

表

昭　　和　　46　　年 昭　　　和　　　45　　　年 年

６ ５ ４ ３ ２ １ 12 ｎ 10 ９ ８ ７ ６ ５ 月

11 ９ 13
10 ｎ ３ ７ ３ 12

10
12 ９ ６

作
句数

復　同
刊　右

芹

11
月　５
号　句

６
句

復　同
刊　右

芹

10
月　　１
号　句

８
句

復同
刊右

¬
芹
k｡-

9
月２
号句

11
句

復

刊

¬

芹

･｡-

８

月

号

同
右

復

刊

゜=･

芹

1.-

7

月

号

同
右

同
右

復
刊

¬
芹－-

６
月
号

ﾐ2¶
芹

k=

9

月

号

。　　同

芹　　右
･-

９
月
号
５　　７
句　　句

同

右
¬
芹
1.-

8
月
号

発

表

誌

復

刊

¬
芹

･一

六

月

号

発

行

ﾆ１

口

　ス

21
日

退

院

。　同

芹　右

９
月
号

に
て

休
刊

同

病
院
に
て
静
養
中

　27 24 21
　日日日

多愛。退
病知芹院
院県‘

“南９

人知月
院多号

　¬編
　南集

　知完
　　了

同

病
院
入

院
中

19 12
日日

京発

都病
第

一
日
赤

でヽ

入
院

病

状
及

び
事
項

一

如
く
で
あ
る
。

　
上
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
『
芹
』
九
月
号
は
事
実
上
昭
和
四
十
五

年
八
月
の
作
品
（
最
後
の
作
品
は
八
月
二
十
九
日
付
）
ま
で
が
載
っ
て

お
り
、
翌
月
の
九
月
か
ら
の
作
品
（
最
初
の
作
品
は
九
月
六
日
付
）
は

復
刊
『
芹
』
六
月
号
掲
載
と
な
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
素
十
の
「
晩
年
」
を
こ
の
稿
に
お
い
て
は
一
応
形
式
的
に
、

昭
和
四
十
五
年
九
月
か
ら
昭
和
五
十
一
年
十
月
四
日
の
逝
去
の
日
ま
で

の
、
約
六
年
間
と
す
る
。

　
　
　
　
　
因
　
復
刊
『
芹
』
に
み
る
素
十
の
俳
論

　
そ
こ
で
ま
ず
晩
年
の
俳
句
観
を
復
刊
『
芹
』
の
「
句
評
」
の
中
か
ら

探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
蚕
の
上
へ
お
蚕
重
な
り
て
お
蚕
眠
る

　
　
「
蚕
の
上
へ
蚕
の
重
な
り
て
」
と
す
れ
ば
写
生
で
は
あ
る
が
そ
の
蚕

　
に
対
す
る
情
が
薄
い
様
に
思
う
。
「
蚕
の
上
へ
お
蚕
重
な
り
て
」
と

　
し
た
為
に
蚕
飼
い
の
人
の
蚕
に
対
す
る
情
が
出
て
お
っ
て
、
本
当
の

　
　
Ｘ
　
％
　
一
Ｘ
　
Ｓ
　
Ｘ
　
Ｘ
４
　
Ｓ
　
Ｘ

　
意
味
の
写
生
句
と
な
っ
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
（
復
刊

　
　
『
芹
』
昭
和
4
7
年
１
１
一
月
号
）

　
即
ち
、
対
象
に
対
し
て
の
作
者
の
情
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
は
�
の

項
で
述
べ
た
「
作
者
の
心
の
涵
養
を
写
生
俳
句
に
求
め
た
」
こ
と
を
踏

ま
え
て
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
…
…
…
情
が
出
て
お
っ
て
、
本
当
の

意
味
の
写
生
句
と
な
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
　
『
芹
』
時
代
と
の
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わ
ず
か
な
が
ら
違
い
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
句

評　
　
　
　
三
寒
を
四
温
を
如
何
に
過
さ
れ
し

　
俳
句
と
云
っ
て
も
、
写
生
と
云
っ
て
も
要
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
゛
　
゛
゛
　
゛
゛
　
　
ｙ

　
は
そ
の
人
の
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
心
の
至
ら
な
い
句
、
又

　
Ｉ
　
Ｓ
　
Ｘ
　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｉ
Ｉ
　
Ｓ
Ｓ
　
Ｓ
　
４
　
１
　
Ｘ
　
Ｓ
　
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
Ｘ
Ｓ
　
Ｘ
　
Ｘ

　
は
そ
の
心
持
の
出
て
お
ら
ぬ
句
は
良
い
俳
句
と
は
申
し
難
い
の
で
あ

　
る
。
　
（
復
刊
「
芹
」
昭
和
5
0
年
６
月
号
）

の
中
の
「
そ
の
心
持
の
出
て
お
ら
ぬ
句
は
良
い
俳
句
と
は
申
し
難
い
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
「
芹
」
の
時
代
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

　
　
　
岩
の
上
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
し
が
う
な
か
な

　
岩
と
寄
居
虫
、
波
に
よ
っ
て
岩
の
上
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
寄
居
虫
。

　
た
だ
そ
れ
丈
の
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
写

　
生
し
て
こ
の
よ
う
な
美
し
い
一
句
と
し
た
。
平
明
な
る
と
称
す
る
句

　
が
自
然
の
真
の
姿
を
い
き
い
き
と
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

　
と
は
、
理
屈
で
云
っ
て
も
判
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
作
者
の
心

　
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
『
芹
』
昭
和
4
4
年
り
一
月
号
）

　
　
　
木
虹
豆
の
枯
れ
細
り
た
る
英
を
垂
れ

　
自
然
の
真
の
姿
だ
け
で
い
い
。
そ
の
自
然
の
姿
が
心
に
ひ
び
い
た
も

の
、
そ
れ
が
詩
に
な
り
、
又
俳
句
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
（
『
芹
』
昭
和
4
5
年
３
月
号
）

の
如
く
、
「
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
写
生
し
て
」
、
又
は
「
自
然
の
真
の

姿
だ
け
で
い
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
心
」
の

大
切
さ
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
な
お
Ｉ
句
の
表
現
に
お
い
て
は
「
情
」

の
表
出
は
あ
く
ま
で
も
押
え
て
い
た
。
そ
れ
は
い
み
じ
く
も
、
山
本
健

吉
氏
の
い
う
「
抒
情
を
拒
否
し
て
彼
は
抒
情
を
獲
得
し
て
い
る
」
こ
と

が
ま
だ
生
き
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
「
心
の
涵
養
」
を
説
い
た
『
芹
』
の
時
代

よ
り
、
更
に
晩
年
は
「
感
情
移
入
」
の
一
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
来
た
こ

と
に
な
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
又
、
森
澄
雄
氏
の
「
老
境
に
な
る
に
従
っ

て
、
句
が
淡
く
な
っ
て
、
写
生
を
離
れ
て
だ
ん
だ
ん
一
種
の
抒
情
派
に
　
3
0

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
線
上
に
乗
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
素
十
は
そ
の
よ
う
に
俳
句
へ
の
感
情
移
入
（
感
情
を
表
わ

す
語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
心
持
〈
愛
情
〉
を
対
象
に
込
め

て
詠
い
上
げ
る
）
を
説
き
な
が
ら
も
、
や
は
り
そ
の
根
底
に
は

　
　
　
海
苔
礁
に
一
つ
の
波
の
ひ
ろ
ご
り
し

　
こ
の
句
は
客
観
写
生
か
ら
、
足
を
踏
み
出
す
こ
と
な
く
、
優
れ
た
句

　
と
な
っ
て
お
る
。
（
復
刊
「
芹
」
昭
和
4
7
年
２
月
号
）

　
　
　
山
茶
花
に
は
つ
ほ
つ
花
や
苗
木
市



難
し
い
主
観
な
ど
用
い
ず
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
景
色
を
素
直
に
描
い

て
い
る
こ
と
が
よ
い
。
　
（
復
刊
『
芹
』
昭
和
5
0
年
１
月
号
）

　
　
次
の
田
に
畦
の
影
あ
る
冬
田
か
な

純
粋
な
写
生
句
で
あ
ろ
う
。
唯
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
風
影
で
あ
る
。

久
し
振
り
に
こ
う
云
う
純
客
観
句
に
巡
り
会
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
う
云
う
句
は
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
お
き
た
い
。
　
（
復
刊
「
芹
」

昭
和
5
1
年
２
月
号
）

等
の
純
客
観
俳
句
へ
の
志
向
が
依
然
と
し
て
強
く
在
る
の
で
あ
る
。
復

刊
「
芹
」
昭
和
五
十
年
一
月
号
の
後
記
に
、
「
「
芹
」
の
読
者
、
及
作

者
諸
君
は
客
観
写
生
を
重
ん
じ
て
、
佳
句
を
作
っ
て
貰
い
た
い
も
の
で

す
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
主
張
の
変
ら
ぬ
強
さ
が
う
か

が
え
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
晩
年
の
素
十
が
求
め
た
俳
句
は

対
象
に
作
者
の
心
が
十
分
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
写
生
俳
句
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
固
　
晩
年
の
素
十
俳
句

　
昭
和
四
十
五
年
五
月
十
二
日
に
発
病
し
た
時
、
素
十
は
「
病
中
吟
詠
」

と
し
て

蘭
帽
子
の
主
の
日
く
万
事
了
　
素
十

　
　
　
夏
の
人
空
手
来
り
て
空
手
去
る
　
同

と
い
う
句
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
句
で
い
う
「
蘭
帽
子
の
主
」
も
「
夏

の
人
」
も
勿
論
素
十
自
身
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
客
観
的
描
写
と

こ
の
二
句
に
表
わ
さ
れ
た
心
の
潔
さ
は
、
共
に
写
生
派
俳
人
と
し
て
の

素
十
の
面
目
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
ま
さ
に
正
岡
子
規
の
絶
句

　
　
　
糸
瓜
咲
い
て
痰
の
つ
ま
り
し
仏
か
な
　
　
子
　
規

の
あ
の
自
己
客
観
視
に
も
匹
敵
す
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
素
十
は
こ
の
「
万
事
了
」
　
「
空
手
去
る
」
の
境
地

を
ぬ
け
て
、
病
の
快
復
と
共
に
再
び
作
句
活
動
を
始
め
た
。
そ
こ
で
、

そ
の
晩
年
の
俳
句
を
こ
こ
で
は
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
復
刊
『
芹
』
　
（
昭
和
四
十
六
年
―
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
号
）
通

刊
六
十
六
号

八
百
二
十
一

が
「
近
詠
」
と
し
て
発
表
し
た
句
は
、
全
部
で

～

　
そ
れ
等
の
句
の
表
現
上
の
傾
向
を
、
初
期
の
「
初
鴉
」
か
ら
順
々
に

他
の
句
集
の
句
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
俳
句
に
お
け
る
数
詞
の
使
用
率
の
高
さ
は
、
「
真
実
性
」
と
強
く
結

び
つ
き
、
特
に
そ
の
数
詞
「
□
に
つ
い
て
は
「
単
純
化
」
　
（
写
生
俳

句
に
お
け
る
省
略
技
法
）
へ
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
素
十
俳
句
の
「
簡
素

性
」
と
結
び
つ
く
の
で
あ
ら
０
０
　
（
こ
の
論
理
の
過
程
は
拙
稿
『
初
鴉
』

Ｉ
Ｉ
Ｉ
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
に
詳
述
し
て
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た

し
）
。

Ｉ
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２

表

復
刊

-゛9
芹
･=

==¶

芹

－

野

花

集

雪

片

初

鴉

〉ぐ

8Z1 155 398 406 654 句
数

199 57 83 78 91 句
数

数

詞

句24 37 21 17 14
％

86 23 47 36 56 芸 ¬一

句10.4 14.8 ｎ，８ ７．８ ８．５ ％

　
そ
こ
で
こ
の
表
二
を
分
析
す
る
と
、
『
初
鴉
』
の
頃
か
ら
時
を
追
っ

て
増
加
し
て
い
た
数
詞
の
使
用
率
が
、
復
刊
『
芹
』
に
は
滅
少
し
て
来

て
い
る
。
即
ち
「
真
実
性
」
　
「
単
純
化
」
　
「
簡
素
性
」
を
特
徴
と
し
た

写
生
俳
句
の
そ
の
深
化
現
象
が
、
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
、
今
は
後

退
を
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
減
少
し
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
こ
に
は
や
は
り
高
い
数
値
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
凝
視
す
る
そ
の
態
度
に
お
い
て
い
さ

さ
か
の
弱
ま
り
は
あ
る
も
の
の
、
写
生
へ
の
志
向
は
な
お
依
然
と
し
て

強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
又
、
語
句
及
び
言
葉
を
く
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
素
材
の
省
略
で

あ
り
、
か
つ
対
象
把
握
の
視
覚
的
、
聴
覚
的
強
調
で
あ
る
。
そ
の
観
点

〃

３表

復

刊

=゛¶
芹

－

゜゛゛¶

芹

k-

野

花
集

集

雪

片

初

穂

ﾅﾌﾞ

821 155 398 406 654 句
数

12 13 ９ ６ ８ 言
葉

反

復

語
70 12 33 24 26 語句

82 25 42 30 34 計

10.0 16.1 10.5 ６．１ ５．１ ％

か
ら
表
三
を
見
れ
ば
、
こ
れ
も
又
数
詞
使
用
の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の

率
は
晩
年
に
は
低
下
し
て
い
る
。
即
ち
、
言
葉
を
た
た
み
か
け
て
、
一

方
へ
、
更
に
は
一
点
へ
と
迫
っ
て
ゆ
く
そ
の
集
中
力
2
G
｛
’
弱
く
な
っ

た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
初
期
の
「
初
鴉
」
や
『
雪

片
』
に
比
し
て
決
し
て
低
い
率
で
は
な
い
。

　
つ
ま
り
両
表
と
も
、
病
気
で
倒
れ
る
ま
で
の
『
芹
』
時
代
の
素
十
の

作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
病
後
の
復
刊

　
『
芹
』
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
が
逆
に
向
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
っ
て
「
自
己
を
投
げ
だ
し
て
対
象
に
迫
る
。
そ
の
意
味
で
凝
視
の
俳

人
と
称
す
べ
回
診
作
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ
以
上
に
執
念
の
作
家
と
呼
ぶ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
わ
れ
た
素
十
の
、
写
生
派
と
し
て
の
「
凝
視
」
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と
そ
の
「
執
念
」
が
、
句
の
表
現
に
お
い
て
確
か
に
逆
行
し
は
じ
め
た

の
で
あ
る
、

　
そ
し
て
、
そ
の
逆
行
は
又
、
形
式
的
な
表
現
技
法
だ
け
で
な
く
、
言

葉
の
上
で
の
感
情
表
現
に
も
直
結
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
初
鴉
』
に
お
い
て
、
主
観
的
か
つ
感
情
的
な
表
現
を
し
た
句
は

　
　
　
雷
魚
殖
ゆ
公
魚
な
ど
は
悲
し
か
ら
ん

　
　
　
子
の
中
の
愛
憎
淋
し
天
瓜
粉

等
、
「
悲
し
」
…
…
…
四
句
、
「
淋
し
」
…
…
…
Ｔ
司
、
「
な
つ
か
し
ブ
・
：

三
句
、
「
う
れ
し
」
…
…
…
Ｔ
司
で
、
わ
ず
か
に
八
句
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
復
刊
『
芹
』
に
な
る
と

　
　
　
か
な
し
け
れ
日
脚
の
の
ぶ
と
い
ふ
こ
と
も

　
　
　
鴨
池
に
今
日
も
鷲
米
る
と
は
悲
し

等
「
悲
し
」
の
句
が
ハ
句
、

　
　
　
衣
被
沢
山
あ
げ
て
我
さ
び
し

等
「
さ
び
し
」
の
句
が
四
句
、

　
　
　
雪
国
に
住
む
誰
彼
の
な
つ
か
し
や

　
　
　
ふ
る
さ
と
の
畦
木
の
茂
り
な
つ
か
し
や

等
「
な
つ
か
し
」
の
句
が
十
五
句

　
　
　
秋
晴
の
海
広
く
し
て
妻
恋
し

等
「
恋
し
」
の
句
が
五
句
、
他
に
「
名
残
惜
し
」
四
句
、
「
別
れ
惜
し
」

三
句
、
「
憂
ふ
」
三
句
、
「
愁
い
」
二
句
、
「
う
れ
し
」
　
「
を
か
し
」

　
「
あ
は
れ
」
が
各
一
句
、
計
四
十
七
句
も
直
接
的
に
感
情
を
表
現
し
た

句
が
あ
る
。

　
　
こ
れ
を
率
で
表
わ
せ
ば
約
五
、
七
％
で
あ
り
、
『
初
鴉
』
の
そ
れ
が

　
一
、
三
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
著
し
い
増
加
と
い
う
こ
と
に

　
な
る
。

　
　
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
客
観
か
ら
主
観
へ
と
い
う
一
つ
の
措
辞
の
変
化

　
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
森
氏
の
「
抒
情

　
派
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
又

　
前
項
で
結
礁
づ
け
た
晩
年
の
素
十
の
俳
句
観
で
あ
る
「
対
象
に
作
者
の

　
心
が
十
分
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
句
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
勿
論
晩
年
の
句
が
全
て
こ
う
い
う
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く

　
　
　
　
右
に
解
け
左
に
と
け
て
花
芒

　
　
　
　
維
糾
二
三
を
り
を
り
水
の
深
き
よ
り

　
の
よ
う
な
純
客
観
写
生
俳
句
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
等
の
句
が
や
は
り

　
「
素
十
が
自
己
の
環
境
と
し
て
小
動
物
、
植
物
そ
の
も
の
に
目
を
注
ぎ

；
て
の
視
覚
的
な
面
の
み
自
己
の
文
学
の
環
境
と
し
一
八
九
ま
う
、
そ
こ
に

　
形
成
さ
れ
た
の
が
人
間
感
情
を
拒
否
し
切
っ
た
作
品
」
で
あ
り
、
晩
年

　
の
素
十
に
な
お
も
燃
え
つ
づ
け
る
客
観
志
向
へ
の
一
面
が
そ
こ
に
表
わ

　
れ
て
い
る
。

　
　
だ
が
結
局
は
「
対
象
に
対
す
る
情
が
出
て
お
っ
て
本
当
の
意
味
の
写
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生
句
と
言
え
る
１
‐
、
或
い
は
「
そ
の
心
の
至
ら
な
い
句
、
又
は
そ
の
心

持
の
出
て
お
ら
ぬ
句
は
良
い
俳
句
と
は
中
し
難
い
」
と
言
い
、
感
情
的

な
措
辞
を
も
避
け
な
か
っ
た
そ
の
実
作
を
も
っ
て
、
晩
年
の
素
十
の
傾

向
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。

　
最
近
、
後
期
の
素
十
俳
句
に
つ
い
て
書
か
れ
た
杉
本
零
氏
の
「
我
々
　
’

は
ヨ
ッ
ト
が
、
帆
と
柁
の
向
き
を
リ
ン
ク
さ
せ
、
ジ
グ
ザ
グ
航
法
に
よ

て
風
向
き
を
逆
行
す
る
事
の
可
能
な
事
を
知
っ
て
い
る
。
此
場
合
柁
は

赴
か
ん
と
す
る
方
向
と
は
別
の
向
き
へ
旋
さ
れ
る
。
素
十
に
典
型
を
見

る
客
観
写
生
な
る
技
法
は
情
と
逆
方
向
に
心
の
柁
を
旋
し
て
却
っ
て
情

の
本
源
へ
迫
る
も
の
と
言
え
る
」

は
、
初
期
の
素
十
俳
句
に
付
し
た
山

本
健
吉
氏
の
「
抒
情
を
拒
否
し
て
抒
情
を
獲
得
す
る
」
の
延
長
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
も
は
や
晩
年
の
素
十
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
㈹
　
お
わ
り
に

　
と
こ
ろ
で
、
晩
年
の
素
十
俳
句
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
一
体

何
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
⑩

　
以
前
私
は
『
初
鴉
』
の
句
の
本
質
を
「
生
命
の
躍
動
」
と
論
じ
た
。

そ
し
て
こ
の
晩
年
の
句
に
お
い
て
は
「
生
の
悲
し
み
」
と
で
も
言
う
べ

き
、
素
十
の
心
の
悲
し
み
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
［
悲
し
み
］
を
ひ
き
お
こ
さ
せ
る
原
因
を
い
く
つ
か

上
げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
次
々
と
先
き
だ
っ
て
ゆ
く
友
の
死
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ｏ
　
里
石
見
舞
　
（
復
刊
『
芹
』
　
　
4
6
・
Ｈ
）

　
　
　
秋
淋
し
君
一
人
の
病
め
ば
尚

　
　
　
　
「
君
の
死
ぬ
の
は
私
が
死
ん
で
か
ら
に
し
て
く
れ
。
そ
う
で

　
　
　
　
な
い
と
、
私
は
淋
し
く
て
仕
方
な
い
か
ら
」
　
（
復
刊
『
芹
』

　
　
　
　
4
7
・
３
）

ｏ
　
石
田
敬
二
逝
く
の
訃
報
あ
リ
（
復
刊
『
芹
』
4
7
・
２
）

　
　
　
寒
燈
の
下
に
老
い
た
る
我
は
泣
く

ｏ
　
悼
　
野
村
く
に
女
　
（
復
刊
『
芹
』
4
8
・
２
）

　
　
　
春
寒
き
き
の
ふ
と
聞
き
し
か
な
し
け
れ

ｏ
　
中
田
み
づ
は
追
悼
　
（
復
刊
『
芹
』
5
0
・
８
）

　
　
　
盆
過
ぎ
の
｝
人
の
こ
り
て
如
何
に
せ
ん

　
そ
し
て
第
二
に
、
四
十
七
年
十
月
十
五
日
に
京
都
山
科
か
ら
神
奈
川

県
相
模
原
市
へ
転
居
し
た
こ
と

ｏ
　
復
刊
『
芹
』
4
7
・
７

　
　
　
黄
菖
蒲
を
見
て
ゐ
る
こ
と
も
別
れ
惜
し

　
　
　
緑
し
て
永
観
堂
も
別
れ
惜
し

ｏ
　
復
刊
『
芹
』
4
7
・
1
2

　
　
　
寝
待
月
京
恋
ふ
心
な
し
と
せ
ず
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ｏ
　
復
刊
「
芹
」
4
8
・
６

　
　
　
相
模
野
に
さ
つ
き
咲
か
せ
て
や
ヽ
淋
し

ｏ
　
復
刊
「
芹
」
4
8
・
９

　
　
　
夏
草
の
相
模
ケ
原
に
住
む
は
憂
し

第
三
に
は
、
老
い
て
病
む
身
の
悲
し
さ
で
あ
る
。

ｏ
　
平
野
六
角
牛
病
み
入
院
（
復
刊
『
芹
』
4
7
・
８
）

　
　
　
病
む
人
の
暑
に
耐
ゆ
る
と
か
悲
し
け
り

　
　
　
病
む
人
の
暑
に
耐
ゆ
る
と
や
我
も
亦

ｏ
　
復
刊
「
芹
」
4
8
・
７

　
　
　
明
易
し
こ
こ
に
一
人
の
老
措
大

〇
　
復
刊
「
芹
」
4
9
・
1
0

　
　
　
帷
子
の
膝
う
す
う
す
と
我
身
か
な

　
こ
れ
等
は
皆
、
大
病
を
得
「
蘭
帽
子
の
主
の
日
く
万
事
了
」
と
自
覚

し
、
更
に
は
「
夏
の
人
空
手
来
り
て
空
手
去
る
」
と
悟
り
の
境
に
あ
っ

た
作
者
が
、
再
び
歩
み
帰
っ
て
来
た
現
実
世
界
で
の
、
一
人
の
人
間
と

し
て
の
悲
し
み
で
あ
る
。

　
　
　
悲
し
み
の
あ
り
枯
山
に
来
り
け
り

と
復
刊
「
芹
」
4
8
・
３
に
あ
る
が
、
こ
の
旬
の
「
枯
山
」
の
淋
し
さ
に

も
似
た
悲
し
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
余
後
の
身
の
生
き
る
こ
と
の
悲
し
み

で
あ
る
。

　
だ
か
ら
「
頂
上
や
淋
し
き
天
と
秋
燕
と
」
と
、
敬
愛
す
る
先
輩
花
蓑

の
句
を
病
床
で
思
い
浮
か
べ
た
の
も
、
又
「
わ
が
星
の
い
づ
く
に
あ
り

や
天
の
川
」
と
詠
ん
で
亡
き
師
へ
心
を
馳
せ
た
の
も
、
「
生
」
の
悲
し

み
を
通
し
て
「
死
」
　
へ
の
思
い
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
の
お
さ
え
難
き
「
悲
し
み
」
が
、
素
十
の
こ
れ
ま
で
の
「
抒
情
拒

否
」
の
厚
い
壁
を
打
ち
破
っ
て
、
句
に
表
わ
れ
ご
百
葉
と
な
っ
て
出
て

来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
悲
し
み
に
つ
い
て
は
、
「
芸
と
い
う

も
の
は
う
し
ろ
に
悲
し
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
う
し
ろ
に
悲
し
み

の
な
い
芸

方
志
巧
の

の
芸
と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
棟
　
3
5

深
く
肯
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
悲
し
み
を
悲
し
み
と

し
て
受
け
止
め
つ
つ
、
そ
こ
に
一
つ
の
美
を
み
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
『
初
鴉
』
に
お
け
る
「
生
命
の
躍

動
」
と
い
う
の
も

　
″
　
青
み
ど
ろ
も
た
げ
て
か
な
し
菖
蒲
の
芽

　
　
　
囮
鴨
雌
を
つ
つ
き
ぬ
悲
し
け
れ

　
　
　
雷
魚
殖
ゆ
公
魚
な
ど
は
悲
し
か
ら
ん

の
如
く
、

め
ら
れ
、

実
は
描
か
れ
た
一
木
一
草
一
馬
一
虫
に
素
十
の
「
愛
」
が
龍

　
「
情
」
が
注
が
れ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
対
象
の
心
と
素
十

１



の
心
が
「
生
命
」
を
共
有
す
る
時
、
即
ち
そ
の
生
命
の
根
源
に
互
い
に

触
れ
た
時
の
哀
し
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
「
情
」
が
「
感

情
を
拒
否
し
フ
ｍ
瀬
を
視
覚
的
に
描
写
す
る
作
風
も
素
十
の
自
覚
的
な

も
の
で
あ
っ
た
」
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
強
く
深
く
「
客
観
写
生
」
と
い

う
粋
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と

素
十
は
「
情
の
人
」
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
だ
か
ら
『
芹
』
の
時
代
に
は
、
そ
の
隠
さ
れ
た
「
情
」
を
よ
り
純
粋

な
る
も
の
に
す
る
た
め
の
フ
心
の
涵
養
」
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
澄
ん
だ
「
情
」
が
晩
年
に
な
っ
て
「
生
き
る
」
と
い
う
人
間
本

来
の
悲
し
み
に
誘
発
芒
れ
て
表
白
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
晩
年
の
こ
の
「
心
の
表
白
」
が
素
十
俳
句
に
と
っ
て
は
た
し
て
進
歩

発
展
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
退
な
の
か
は
、
又
別
の
機
に
考
察
す
る
こ

と
に
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
晩
年
の
傾
向
を
述
べ
る
に
止
め
て
お
く

こ
と
に
す
る
。

注
①
山
本
健
吉
『
現
代
俳
句
』
　
（
角
川
書
店
刊
　
Ｓ
3
9
）

　
②
『
俳
諧
大
辞
典
』
　
（
明
治
書
院
）
に
よ
る
。

　
③
高
野
素
十
「
写
生
は
実
践
」
　
（
『
芹
』
Ｓ
3
4
・
４
月
号
）

　
④
拙
稿
「
子
規
と
素
十
」
　
（
『
別
府
大
国
語
国
文
』
第
十
三
号
Ｓ
4
6
）
に
詳
述
。

　
⑤
注
④
の
十
二
ペ
ー
ジ
参
照

　
⑥
水
原
秋
桜
子
「
自
然
の
真
と
文
芸
上
の
真
」
（
「
馬
酔
木
Ｊ
Ｓ
６
・
1
0
月
号
」

　
⑦
「
自
然
の
姿
、
自
然
の
変
化
、
そ
れ
等
に
目
を
と
め
る
写
生
と
い
う
も
の
は
い

　
　
い
句
を
も
た
ら
す
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
人
間
を
陶
冶
す
る
」
（
『
芹
』
Ｓ
3
2

　
　
1
0
月
号
）

〃

　
　
「
俗
の
心
で
そ
れ
を
詠
え
ば
俗
な
る
句
と
な
り
、
俗
を
離
れ
た
心
を
以
て
詠
え

　
ば
、
自
然
そ
の
も
の
の
本
来
の
姿
に
な
る
の
で
あ
る
。
要
は
そ
の
作
者
の
心
そ

　
の
も
の
な
の
て
吏
る
」
（
『
芹
』
Ｓ
4
3
・
７
月
号
ｊ

ｙ
’

⑧
高
野
素
十
「
要
心
」
（
復
刊
『
芹
Ｊ
Ｓ
4
6
・
７
月
号
』

⑨
他
に
①
発
病
の
時
点
…
…
…
昭
和
四
十
五
年
五
月
十
二
日
　
②
ヽ
「
芹
」
復
刊
の
月

　
…
…
…
昭
和
四
十
六
年
六
月
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
と
思
う
。

　
※
明
治
書
院
刊
『
素
十
全
集
』
　
（
全
四
巻
）
に
は
昭
和
四
十
五
年
八
月
の
作
品

　
ま
で
収
録
。
又
、
永
田
書
房
刊
『
素
十
全
集
』
　
（
胴
巻
）
は
昭
和
四
十
五
年
九

　
月
ｉ
－
『
芹
』
復
刊
号
掲
載
分
か
ら
で
あ
る
。

⑩
実
際
に
発
表
さ
れ
た
の
は
八
百
二
十
二
句
だ
が
「
あ
る
寺
の
添
水
の
音
を
今
思

　
ふ
」
の
句
は
復
刊
『
芹
Ｊ
Ｓ
4
9
・
９
月
号
、
同
1
0
月
号
と
二
回
に
重
復
故
、
1
0

　
月
号
分
を
削
除
す
る
。

③
拙
稿
「
初
鴉
」
（
『
別
府
大
国
語
国
文
』
第
十
二
号
Ｓ
4
5
）
参
照
。

⑩
中
島
斌
雄
『
現
代
俳
句
金
請
』
　
（
学
燈
柱
刊
Ｓ
5
0
）

⑩
松
井
利
彦
「
昭
和
俳
句
の
研
究
」
（
桜
親
柱
刊
Ｓ
4
5
）

⑩
杉
本
　
零
「
高
野
素
十
」
－
－
現
代
俳
人
の
主
題
と
方
法
－
－
（
『
国
定
学
』

　
Ｓ
5
1
・
２
月
号
）

⑩
注
③
に
同
じ

⑩
「
捕
方
志
巧
さ
ん
」
（
復
刊
『
芹
』
Ｓ
4
8
・
1
2
月
号
）

⑥
「
素
十
俳
句
の
意
味
」
注
⑩
に
同
し
。
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