
唐
　
子
　
の

ｈ
卜

利
口

論

『
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
』
を
中
心
に
し
て

會
　
　
田

　
高
浜
唐
子
の
小
論
『
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
』
は
、
俳
話
・
、
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
の
昭
和
六
年
新
年
号
（
第
三
十
四
巻
第
四
号
）
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
号
で
『
俳
句
初
学
者
の
為
に
』
と

題
さ
れ
て
特
集
さ
れ
た
十
八
篇
の
中
の
一
篇
で
、
『
消
息
』
に
よ

る
と
「
東
京
日
々
新
聞
紙
上
に
連
載
せ
し
も
の
な
る
が
、
読
者
の

希
望
あ
り
た
る
為
め
、
転
載
致
し
候
」
と
あ
り
、
更
に
「
一
月
一

日
の
つ
も
り
に
て
十
二
月
一
日
　
唐
子
記
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
こ
の
小
論
は
昭
和
六
年
の
俳
句
界
へ
の

唐
子
の
姿
勢
と
と
れ
な
く
も
な
い
。

　
長
い
年
月
の
間
の
唐
子
の
多
く
の
俳
論
の
中
か
ら
、
私
が
こ
こ

紘
　
　
文

で
昭
和
六
年
の
『
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
』
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
唐
子
が
こ
れ
ま
　
6
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で
椎
し
す
す
め
て
来
た
「
客
観
写
生
」
「
花
鳥
風
詠
」
の
俳
句
理

念
が
、
そ
の
頃
唐
子
自
身
の
心
の
中
で
整
理
さ
れ
集
成
さ
れ
た
と

思
え
る
二
と
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
自
信
へ
の
心
の
過
程
は
次
の
二

つ
の
文
に
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
「
俳
句
の
み
な
ら
ず
、
文
章
で
も
小
説
で
も
私
は
私
の
好
む

’
と
こ
ろ
の
も
の
が
一
番
正
し
い
の
だ
と
い
ふ
信
念
は
そ
の
頃
か

　
ら
起
っ
た
。
そ
の
考
へ
は
四
十
を
過
ぎ
て
動
揺
し
な
く
な
っ
た
。

　
　
『
誰
で
も
や
っ
て
来
い
』
と
い
ふ
や
う
な
自
侍
の
心
が
強
く
な

　
っ
た
。
そ
の
頃
作
っ
た
句
に

　
　
春
風
や
闘
志
抱
き
て
丘
に
立
つ
　
　
唐
　
子



　
　
霜
降
れ
ば
霜
を
楯
と
す
法
の
城
　
　
同

　
と
い
ふ
の
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
」
　
（
『
霜
を

　
楯
と
す
』
ｓ
２
・
1
2
、
「
虎
子
全
集
」
第
七
巻
）

こ
の
内
容
は
新
傾
向
を
唱
え
て
相
対
し
て
い
た
碧
梧
桐
と
の
関
係

を
遠
く
回
想
し
て
つ
づ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
心
に
は

今
再
び
の
闘
志
が
蔵
さ
れ
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
次
の
　
ｙ

　
　
　
『
現
今
の
俳
句
界
の
諸
流
派
の
傾
向
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
全

　
く
私
に
は
分
ら
な
い
。
私
か
ら
見
る
と
、
私
の
主
張
に
反
し
た

　
土
張
を
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
諸
君
は
、
俳
句
が
本
当
に
分
っ
て

　
ゐ
な
い
の
だ
と
考
へ
て
を
る
。
諸
君
は
湿
か
に
私
達
の
彼
の
方

　
を
歩
ん
で
ゐ
る
の
だ
と
思
ふ
。
斯
ん
な
こ
と
を
い
ふ
と
、
空
域

　
張
を
し
て
ゐ
る
や
う
で
聞
き
づ
ら
い
か
も
知
れ
な
い
が
ノ
二
十

　
四
五
年
俳
句
界
を
歩
い
て
末
て
、
今
日
に
な
っ
た
私
か
ら
見
る

　
と
、
実
際
そ
ん
な
風
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
（
『
雨
の
日
』
Ｓ

４
・
ｒ
Ｄ

「
虚
・
卜
全
集
」
第
七
巻
）

で
は
っ
き
り
と
し
た
言
動
に
表
わ
れ
て
米
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
の
前
後
の
啓
蒙
的
な
俳
論
活
動
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が

あ
り
主
立
っ
た
も
の
だ
け
で
も

○Ｏ○

「
写
生
と
い
よ
こ
と
」
　
（
Ｔ
1
3
・
６
～
Ｔ
ｕ
∵
９
）

「
俳
句
小
論
」
（
Ｔ
1
5
・
７
～
Ｔ
1
5
・
1
2
）

「
花
鳥
風
詠
」
（
Ｓ
３
・
６
、
大
阪
毎
日
新
聞
講
演
会
）

　
ｏ
「
写
生
の
話
」
　
（
Ｓ
３
・
８
）

　
ｏ
「
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
」
（
Ｓ
３
・
９
）

　
ｏ
「
現
代
の
俳
句
」
（
Ｓ
３
・
1
0
、
放
送
）

　
○
「
秋
桜
子
と
素
十
」
　
（
Ｓ
３
・
Ｈ
）

　
○
「
写
生
」
（
Ｓ
４
・
Ｉ
、
福
岡
に
於
け
る
関
西
俳
句
大
会
席

　
　
上
講
演
）

　
○
「
俳
諧
趣
味
」
　
（
Ｓ
４
・
２
）

　
ｏ
「
花
鳥
風
詠
（
再
び
）
」
（
Ｓ
４
・
２
）

　
ｏ
「
写
生
主
義
」
（
Ｓ
４
・
２
）

　
ｏ
「
街
頭
に
出
て
法
を
説
く
」
（
Ｓ
４
・
４
、
三
菱
講
演
会
に

　
　
於
て
）

　
○
「
写
生
俳
話
一
則
」
　
（
Ｓ
４
・
８
）

　
ｏ
「
占
壷
新
酒
」
　
（
Ｓ
５
∴
１
１
）

等
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
打
ち
寄
せ
る
波
の

よ
う
な
爆
ム
Ｊ
の
一
つ
一
つ
の
論
や
講
演
が
そ
の
ま
ま
自
ら
自
信
と

な
っ
て
い
っ
た
事
は
疑
い
な
い
。

　
他
の
一
つ
は
、
そ
の
年
の
十
月
に
水
原
秋
桜
千
加
『
自
然
の
真

と
文
芸
上
の
真
』
の
論
を
「
馬
酔
木
」
に
発
表
し
て
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
を
離
脱
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

の
有
望
作
家
が
一
人
脱
退
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
／
ふ
ト

ト
ギ
ス
」
の
主
張
に
反
発
し
て
フ
王
観
の
尊
重
」
を
大
き
く
打
ち

70



出
し
た
の
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
虚
八
Ｊ
に
真
向
う
か
ら
付
立
し
て

の
脱
退
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
新
興
俳
句
運
動
へ
と
発

破
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
伏
桜
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
離
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
大
き
な
契
機
は
、
「
客
観
」
ご
仁
政
」
に
関
す
る

爆
ｆ
の
『
秋
桜
．
ｊ
と
素
ト
』
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
和
二
年
ト
ー

月
号
の
∵
又
で
あ
る
。

　
　
　
「
文
芸
に
は
常
に
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
、
一
つ
は
心
に
欲
求

　
し
て
お
る
事
、
即
ち
あ
る
理
想
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
も
の

　
一
つ
は
現
実
の
世
緊
か
ら
自
分
の
天
地
を
昆
出
生
も
の
、
と
い

　
う
二
つ
で
あ
る
」
「
前
者
の
現
実
の
天
地
を
眼
中
に
置
か
ず
に
、

　
空
想
世
界
の
自
分
の
好
む
天
地
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
作
用
態

　
度
を
取
っ
て
い
る
の
が
秋
桜
．
Ｌ
で
あ
る
」
「
後
者
は
そ
う
い
う

　
空
想
を
は
し
い
ま
ま
に
せ
ず
、
現
実
の
天
地
の
中
か
ら
作
者
の

　
奸
む
小
天
地
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
句
態
度

　
を
取
っ
て
い
る
の
が
素
十
で
あ
る
、
」
「
厳
密
な
る
意
味
に
於

　
け
る
写
生
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
素
十
の
句
の
如
き
に
当
て
は

　
ま
る
の
だ
と
い
え
る
。
」

こ
の
見
解
は
「
客
観
写
生
」
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
ぽ
子
に
し
て

み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
二
人
の
作

風
に
関
す
る
諭
が
再
び
昭
和
六
年
三
月
号
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
Ｌ
に

扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
潟
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
俳
誌
「

ま
は
ぎ
」
（
昭
和
５
・
７
月
号
）
に
絨
っ
た
「
川
修
簑
漫
談
白
川

題
『
状
桜
子
と
素
十
』
が
庄
子
の
意
に
よ
り
転
械
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
内
方
は
、
中
田
み
づ
ほ
と
浜
口
今
夜
（
共
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
俳

人
）
の
対
談
で
あ
る
が
、
先
の
庄
子
の
一
文
と
同
様
に
客
観
写
土

佐
川
の
立
場
か
ら
素
十
供
用
を
優
位
に
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
‘

そ
れ
に
対
し
て

　
　
　
「
私
は
『
秋
桜
打
と
素
１
』
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
、
肢
は

　
　
地
万
雅
語
「
ま
は
ぎ
」
に
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
旺
つ
み
づ
は

　
　
は
東
大
俳
川
会
の
先
輩
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
て
我
慢
し
て
し
ま

　
　
っ
た
け
れ
ど
、
「
川
蜂
震
漫
談
」
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
連
械
さ
れ
、
7
1

　
　
こ
の
一
項
も
ま
た
絨
る
’
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
を

　
　
去
る
か
、
或
は
馬
酔
木
語
ヒ
に
駁
論
を
書
く
か
、
と
る
道
は
二

　
　
つ
の
桂
に
な
い
と
思
っ
た
」
（
「
高
浜
南
票
玉
木
原
状
桜
ド
、

　
　
文
芸
春
秋
新
杜
・
Ｓ
2
7
・
1
2
刊
」

　
と
状
桜
乙
は
当
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
馬
酔

’
木
」
に
こ
目
然
の
真
と
文
芸
上
の
百
』
を
発
表
し
、
か
つ
ホ
ト
ト

　
ギ
ス
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
中
か
ら
敢
え
て
有
力
作
家
を
失
い
な
が
ら

　
も
、
自
分
の
帽
じ
る
俳
句
理
念
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
い
っ

　
た
そ
の
集
成
が
、
昭
和
六
年
一
月
号
の
『
俳
句
を
志
す
人
の
為
に
』



に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
明
治
四
千
五
年
七
月
号
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
し
ば
ら
く
中
止

さ
れ
て
い
た
『
雑
詠
欄
』
を
復
活
さ
せ
て
唐
子
は
再
び
俳
壇
に
帰

っ
て
来
た
。
そ
の
号
の
消
息
に

　
　
　
「
小
生
は
数
年
前
散
文
に
赴
き
た
る
も
の
の
一
人
に
候
。
而
　
’

　
も
俳
句
に
立
戻
る
場
合
に
は
比
制
約
を
厳
守
せ
ん
と
す
。
」

と
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
制
約
と
は
俳
句
は
あ
く
ま
で
も
十
七
字
の

詩
と
い
う
意
で
あ
る
。
一
度
俳
壇
に
復
帰
し
た
唐
子
は
先
に
も
述

べ
た

　
　
春
風
や
闘
志
抱
き
て
丘
に
立
つ
　
　
唐
　
子

の
意
気
を
持
ち
、
自
ら
守
旧
派
と
言
い
な
が
ら
、
十
七
字
・
季
題

と
い
う
二
大
約
束
を
墨
守
し
「
花
鳥
風
詠
」
「
客
観
写
生
」
の
下

に
俳
句
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
そ
れ
ら
唐

子
の
掲
げ
た
主
張
が
『
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
』
の
中
に
ど
う
述

べ
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
印
　
十
七
字

ｏ
「
俳
句
は
十
七
宝
の
詩
で
あ
り
ま
す
。
十
七
宝
と
い
ふ
の
は
詳

　
し
く
い
ふ
と
五
七
五
の
三
つ
に
別
れ
ま
す
。
五
宝
と
七
宝
は
調

　
子
に
乗
っ
た
日
本
語
の
基
調
で
あ
り
ま
す
」

ｏ
「
近
来
十
七
宝
の
形
を
故
意
に
破
壊
し
た
も
の
を
も
俳
句
と
呼

　
ん
で
ゐ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
採
り
ま
せ
ん
。
」

　
俳
句
の
字
数
に
つ
い
て
正
岡
子
規
は
「
三
十
一
字
の
和
歌
十
七

字
の
俳
句
は
古
米
よ
り
言
ひ
古
し
て
大
方
は
陳
腐
に
属
し
熟
套
に

落
ち
し
今
日
、
少
く
と
も
三
十
二
三
字
又
は
十
八
九
字
の
新
調
を

作
る
の
必
要
を
見
る
。
余
は
向
後
先
ず
比
一
点
よ
り
漸
次
陳
套
を

脱
せ
ん
と
す
る
の
志
あ
り
」
（
Ｍ
2
7
「
字
余
り
の
和
歌
俳
句
」
）

と
言
い
、
そ
れ
は
「
十
八
九
字
の
俳
句
を
十
八
・
九
字
の
新
体
詩

と
い
っ
て
も
よ
い
」
（
Ｍ
2
9
「
俳
句
の
問
答
」
）
と
修
正
さ
れ
、

最
後
に
は
「
他
の
文
学
と
区
別
す
べ
き
特
色
は
五
七
五
の
調
子
に
　
7
2

り
」
「
五
七
五
の
調
子
は
実
に
俳
句
の
最
大
要
素
な
り
」
　
（
Ｍ
3
0

　
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
」
）
と
定
型
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
子

規
の
意
を
受
け
た
唐
子
は
『
俳
句
入
門
』
　
（
Ｍ
3
1
）
の
冒
頭
に
「

俳
句
は
其
形
式
の
上
に
十
七
字
と
い
よ
制
限
こ
そ
あ
れ
＝
：
」
と
十

七
宝
に
つ
い
て
は
何
ら
疑
う
こ
と
も
な
く
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
考
え
は
終
生
変
っ
て
い
な
い
。

　
・
「
俳
句
は
十
七
宝
の
文
学
で
あ
り
ま
す
」
一
Ｔ
３
「
俳
句
と

　
　
は
ど
ん
な
も
の
か
」
）

　
・
「
十
七
宝
と
い
ふ
の
は
、
佐
川
が
先
天
的
に
性
質
づ
け
ら
れ

　
　
た
處
の
形
で
」
「
俳
句
は
と
こ
迄
も
十
七
宝
と
い
ふ
鉄
則
を



　
　
守
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
」
（
Ｓ
1
2
・
１
１
１
１
「
俳
話
六
則
」
）

　
・
「
季
題
と
五
・
七
言
五
と
い
よ
事
は
俳
句
に
と
っ
て
兄
矢
的

　
　
の
も
の
。
さ
う
い
ふ
運
命
を
担
っ
て
俳
句
は
生
れ
て
来
た
」

　
　
　
「
い
や
で
も
応
で
も
五
・
七
・
五
（
十
七
宇
）
に
し
な
け
れ

　
　
ば
、
と
い
ふ
使
命
の
下
に
俳
句
作
者
は
置
か
れ
た
」
（
Ｓ
3
2
・

　
　
８
「
虎
子
俳
話
」
）

こ
の
よ
う
こ
何
時
の
論
を
見
て
も
一
貫
し
て
定
型
を
肯
定
し
て
い

る
。
「
先
天
的
の
も
の
」
更
に
は
「
さ
う
い
ふ
運
命
を
担
っ
て
俳

句
は
生
ま
れ
た
」
と
全
く
理
屈
扱
き
の
主
張
で
あ
る
が
、
そ
の
源

は
「
五
宝
七
宝
は
調
子
に
乗
っ
た
基
調
」
で
あ
り
「
五
七
五
と
結

び
つ
い
て
は
じ
め
て
一
個
の
詩
の
形
と
な
」
る
の
で
あ
る
と
い
ふ

論
で
あ
ろ
う
。

　
　
μ
　
季
　
題

ｏ
俳
句
に
は
季
題
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ｏ
詰
ま
り
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
を
視
す
べ
き
時
候
の
も
の
で
あ
り

　
ま
す
。

○
俳
句
は
季
題
に
重
き
を
置
く
詩
で
あ
り
ま
し
て
、
畢
竟
季
題
を

　
主
題
と
し
て
詠
ず
る
詩
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。

発
句
を
俳
句
と
し
て
独
立
さ
せ
た
子
規
に
於
て
は
勿
論
の
こ
と

唐
子
も
又
そ
の
季
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
あ

た
り
前
の
事
と
捕
え
ら
れ
て
い
た
た
め
か
論
は
少
な
い
。
「
俳
句

に
季
な
か
ら
ぎ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
尚
は
絵
画
に
色
な
か
ら
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
厳
格
な
る
意
味
に
於
て
、
吾
人
は
季
を
外

に
し
て
ノ
犬
然
の
風
光
に
接
す
べ
く
も
あ
ら
ず
」
（
Ｍ
3
1
「
俳
句

人
門
」
）
が
見
ら
れ
る
位
で
あ
る
、
し
か
し
、
明
治
四
士
四
年
四

月
新
傾
向
派
機
関
誌
「
層
雲
」
が
創
刊
さ
れ
、
荻
原
井
泉
水
の
「

季
題
無
用
論
」
等
が
表
に
出
は
じ
め
る
と
す
ぐ
に
「
（
俳
句
の
）

其
主
な
る
も
の
二
Ｉ
を
い
へ
ば
、
季
題
趣
味
、
十
七
字
と
い
ふ
字

数
の
制
限
、
詩
ら
し
き
調
子
是
な
り
」
（
Ｍ
4
5
・
７
「
消
息
」
）

と
季
題
趣
味
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
又
、
「
季
題
趣
味
の
破
壊
と

ふ
事
も
文
芸
上
の
一
面
の
事
業
と
し
て
は
私
は
之
を
認
め
ま
す
。

併
し
其
は
同
時
に
俳
句
の
破
壊
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
無
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
」
（
Ｔ
Ｉ
・
1
2
「
俳
句
入
門
」
）
と
な
り
、
俳
句
に
不

可
欠
の
も
の
と
し
て
強
く
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
季
題
に
つ
い
て

の
唐
子
の
意
見
も
、
先
の
十
七
半
の
定
型
説
と
同
様
に
一
貫
し
て

’変
わ
ら
ぬ
論
で
あ
る
゜

　
　
・
俳
句
に
は
必
ず
季
の
も
の
を
読
込
み
ま
す
。
（
Ｔ
３
「
俳
句

　
　
と
は
ど
ん
な
も
の
か
」
）

　
　
・
「
季
題
と
い
ふ
も
の
は
春
夏
秋
冬
、
四
季
の
種
々
の
現
象
を
い

　
　
　
ふ
の
で
あ
り
ま
し
て
、
俳
句
で
は
其
現
象
を
大
変
大
事
な
も
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の
と
し
て
取
扱
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」
「
そ
う
し
て
何
等
か
心

　
　
に
衝
動
が
起
っ
て
来
れ
ば
、
こ
の
季
題
の
一
つ
に
担
っ
て
胤

　
　
詠
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
」
（
ｓ
1
2
・
1
0
「
俳
話
六
則
」
）

　
・
従
来
の
俳
句
に
季
題
と
い
ふ
も
の
が
つ
き
ま
と
ふ
て
い
る
の

　
　
は
、
何
か
さ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う

　
　
か
。
あ
る
と
思
ふ
。
併
し
報
に
こ
れ
は
偶
然
の
嘔
だ
と
考
へ
　
’

　
　
て
も
よ
ろ
し
い
。
蝦
に
偶
然
の
事
か
ら
季
題
は
俳
句
よ
り
離

　
　
柱
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
俳
句
の
特

　
　
性
と
し
て
尊
重
す
べ
き
事
実
で
あ
る
（
Ｓ
3
0
・
４
「
ぽ
ｙ
ド
俳

　
　
話
」
）

　
・
私
は
俳
句
は
季
題
の
詩
と
し
て
今
後
も
育
て
て
行
く
恥
に
安

　
　
心
と
誇
り
を
持
つ
、
（
同
前
）

こ
の
季
題
諭
を
順
序
づ
け
て
み
る
と
、
は
じ
め
「
季
題
趣
味
」
と

し
て
俳
句
に
必
要
な
条
件
即
ち
「
必
ず
読
込
む
」
も
の
と
考
え
て

い
た
の
が
、
こ
の
昭
和
六
年
に
な
る
と
「
畢
竟
季
題
を
主
題
と
し

て
詠
ず
る
詩
」
に
ま
で
車
要
視
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
主
張
が
そ
の
ま
ま
晩
年
の
「
虚
子
俳
話
」
に
ま
で
く
り
返
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
Ｈ
　
写
生
　
（
一
）

ｏ
写
生
と
は
実
際
の
景
色
を
見
て
作
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ｏ
一
つ
の
景
色
で
も
ぢ
っ
と
見
て
ゐ
る
う
ち
に
は
、
心
が
澄
ん
で

　
来
て
、
所
謂
心
眼
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
て
、
今
ま
で
気
の
つ

か
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
や
う
に
な
る
。

ｏ
又
ぢ
っ
と
見
て
を
る
う
ち
に
は
何
等
か
の
変
化
が
自
然
の
う
ち

　
に
起
っ
て
来
ま
す
。
た
と
へ
ば
一
枚
の
本
の
葉
の
落
ち
る
の
で

　
も
、
自
然
の
変
化
で
す
。

　
　
　
写
生
　
（
ニ
）

ｏ
実
景
に
接
し
て
ゐ
ま
す
と
、
瞑
想
で
は
と
て
も
想
像
の
つ
か
ぬ

　
自
然
の
姿
が
目
に
う
つ
っ
て
ま
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

　
実
景
に
接
し
て
句
を
作
る
の
を
写
生
と
い
ひ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
写
生
諭
は
何
も
唐
子
の
独
創
的
な
も
の
で
は
な
く
、
す

で
に
子
規
の
写
生
説
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
唐
子
が
そ
れ
を

ひ
た
す
ら
に
お
し
進
め
お
し
拡
げ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
「
実

地
に
臨
ん
で
作
る
に
は
題
は
必
要
で
な
い
」
（
Ｍ
2
3
「
碧
梧
桐
宛

書
簡
」
）
に
最
初
の
子
規
の
写
生
的
語
句
が
う
か
が
え
る
が
、
以
後

つ
ぎ
つ
ぎ
に
写
生
に
関
し
て
説
を
述
べ
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
を
こ

こ
に
Ｌ
げ
た
唐
子
の
論
と
重
ね
て
み
る
と

　
△
写
実
の
目
的
を
以
て
天
然
の
風
光
を
探
る
こ
と
最
も
俳
句
に

　
　
適
せ
リ
（
Ｍ
2
8
「
俳
諧
大
要
」
）

　
△
他
花
の
一
枝
を
枕
元
に
置
い
て
、
そ
れ
を
正
直
に
写
生
し
て
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居
る
と
、
造
化
の
秘
密
か
段
々
分
っ
て
未
る
や
う
な
気
が
す

　
　
る
（
Ｍ
3
5
「
病
床
六
尺
」
）

　
△
写
生
と
い
う
こ
と
は
天
然
を
写
す
の
で
あ
る
（
同
前
）

等
加
あ
る
。
子
規
在
世
中
の
虎
子
の
写
生
論
に

　
・
写
生
と
は
、
絵
描
き
が
鉛
筆
を
取
り
て
、
茶
碗
の
形
よ
り
田

　
　
野
の
光
景
を
写
生
す
る
が
如
く
、
眼
に
触
れ
耳
に
触
る
る
こ

　
　
と
に
て
面
白
し
と
感
ず
る
こ
と
は
、
直
ち
に
十
七
半
仁
詠
じ

　
　
試
む
る
を
い
ふ
。
（
Ｍ
3
1
「
俳
句
入
門
」
）

　
・
写
生
と
題
詠
は
俳
句
修
業
の
二
大
道
途
な
り
。
写
生
巧
な
り

　
　
と
も
題
詠
拙
な
れ
ば
、
未
だ
完
全
な
る
俳
人
と
い
ふ
べ
か
ら

　
　
ず
」
「
題
詠
と
は
そ
の
題
に
よ
っ
て
種
々
の
光
景
を
想
像
す

　
　
る
も
の
」
「
写
生
の
如
く
実
際
の
景
色
に
束
縛
せ
ら
れ
ず
、

　
　
自
由
に
想
像
を
逞
し
く
思
ふ
存
分
の
句
を
作
る
こ
と
を
得
る

　
　
は
題
詠
の
特
長
な
り
」
　
（
同
前
）

加
あ
る
が
、
こ
れ
も
子
規
の

　
△
実
際
の
有
の
ま
ま
を
写
す
を
仮
に
写
実
と
い
ふ
。
又
写
生
と

　
　
い
ふ
。
写
生
は
両
家
の
語
を
借
り
た
る
な
り
（
Ｍ
3
3
「
叙
事

　
　
文
」
）

　
△
句
作
の
方
法
と
し
て
空
想
よ
り
す
る
者
、
写
実
よ
り
す
る
者

　
　
共
に
熟
練
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
Ｍ
2
8
「
俳
諧
大
要
」
）

と
全
く
同
一
の
見
解
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
虎
千
加
子
規
の
写
生

説
を
継
承
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
写
生
の

目
的
と
い
う
事
に
焦
点
を
あ
て
て
み
る
と
、
唐
子
は

　
・
俳
句
を
作
る
に
は
万
生
を
最
も
必
要
な
る
方
法
と
し
ま
す
。

　
　
（
Ｔ
３
「
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
」
）

と
し
、
子
規
の
「
写
生
と
い
う
事
は
絵
を
圃
く
に
し
て
も
記
事
を

書
く
上
に
も
極
め
て
必
要
な
も
の
で
、
比
の
１
段
に
よ
ら
な
く
て

は
絵
も
記
事
文
も
全
く
出
来
な
い
と
い
ふ
て
よ
い
位
で
あ
る
」
（

Ｍ
3
5
「
病
床
六
尺
」
）
に
い
う
「
手
段
」
と
同
じ
と
ら
え
方
を
し

て
い
る
が
、
た
だ
子
規
が
あ
く
ま
で
も
写
生
を
絵
画
的
に
解
釈
し

た
の
に
対
し
唐
子
は

　
・
写
生
と
い
ふ
こ
と
は
、
只
写
す
と
い
よ
こ
と
で
な
く
て
、
作

　
　
者
が
そ
の
景
色
を
見
て
そ
の
心
に
映
じ
た
影
を
描
く
の
で
あ

　
　
る
。
そ
の
影
は
実
物
そ
の
物
と
は
異
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
を
云
ひ
換
へ
る
と
、
実
物
を
写
す
場
合
に
、
実
物
と
は

　
　
異
っ
た
一
つ
の
物
を
造
り
出
し
そ
れ
を
描
く
の
で
あ
る
。
さ

　
　
れ
ば
俳
句
の
作
者
は
、
造
物
者
の
如
く
、
一
つ
一
つ
の
別
火

’
　
地
を
創
造
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
（
C
/
1

’
f‐

（
X
）
　
「
写
生
俳
話

　
　
一
則
」
）

と
客
観
写
生
の
中
に
も
作
者
の
主
観
が
生
き
て
お
り
「
作
者
は
造

物
者
の
如
く
別
天
地
を
創
造
し
て
行
く
」
こ
と
を
も
含
ま
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
述
の
『
秋
按
手
と
素
十
』
の
素
十
の
作
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句
態
度
で
あ
り
、
康
子
の
推
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
も
晩
年
ま
で
ス
づ
き

　
・
俳
句
の
万
生
と
い
ふ
事
は
四
季
の
万
物
の
相
を
見
て
、
そ
の

　
　
中
か
ら
あ
る
映
像
を
取
出
し
て
来
る
事
を
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
万
物
の
椙
と
い
ふ
と
、
万
物
そ
の
も
の
が
生
存
し
て
を
る
姿

　
　
で
あ
る
こ
作
者
の
心
の
働
く
前
の
姿
で
あ
る
ぃ
が
ヽ
写
生
と
　

’

　
　
は
そ
こ
に
作
片
の
心
が
働
い
て
、
そ
の
万
物
の
相
の
中
か
ら

　
　
或
る
一
つ
の
姿
を
と
ら
へ
て
来
る
事
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
（

　
　
そ
れ
を
作
者
の
小
さ
い
天
地
と
で
も
言
は
う
か
。
即
ち
作
者

　
　
が
小
さ
い
造
化
と
な
っ
て
小
さ
い
大
池
を
創
造
す
る
の
で
あ

　
　
る
）
　
（
Ｓ
3
0
・
７
「
虚
子
俳
話
」
）

と
し
て
、
客
観
写
生
と
作
者
の
心
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
れ

も
昭
和
六
年
の
「
写
生
と
は
実
際
の
景
色
を
見
て
作
る
こ
と
」
の

内
容
を
詳
し
く
説
明
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
μ
　
花
鳥
風
詠

ｏ
私
は
俳
句
の
目
的
は
花
鳥
風
月
を
胤
詠
す
る
に
あ
る
と
思
ひ
ま

　
す
。
少
く
と
も
今
日
以
後
の
俳
句
は
さ
う
い
ふ
標
識
の
ド
に
進

　
む
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

○
花
鳥
風
月
と
一
口
に
中
し
ま
す
の
は
、
春
夏
秋
冬
四
季
の
変
遷

　
に
よ
り
起
り
来
る
天
然
人
事
の
種
々
の
現
象
を
い
ふ
の
で
あ
リ

　
ま
す
。

ｏ
又
是
等
を
吟
詠
す
る
事
を
花
鳥
風
詠
と
い
ひ
ま
す
。

　
こ
こ
に
吉
子
の
言
う
「
花
鳥
風
月
」
と
は
俳
句
実
作
土
の
対
象

の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
素
材
と
し
て
花
鳥
風
月
を
選
び
詠
う
と
い

う
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
子
規
も
「
天
然
を
写
生
の
も
叉

文
学
の
範
囲
」
　
（
Ｍ
2
7
「
文
学
漫
言
」
）
と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ

で
大
事
な
の
は
作
者
の
心
と
の
関
わ
り
介
い
の
問
題
で
あ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
唐
子
は

　
・
俳
句
も
も
と
よ
り
訪
で
あ
る
。
訪
は
ぶ
で
あ
っ
て
、
人
々
が

　
　
心
の
底
に
待
っ
て
ゐ
る
感
情
を
詠
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
其
点
に
於
て
は
俳
句
と
い
へ
ど
も
何
寺
他
の
詩
と
変
り
け
な
　
7
6

　
　
い
。
が
唯
、
俳
勺
は
花
鳥
を
瑕
り
て
情
を
陳
べ
る
八
が
一
将

　
　
邑
を
為
し
て
を
る
」
（
Ｓ
・
４
・
２
「
俳
諧
趣
味
」
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
「
花
鳥
を
瑕
り
て
情
を
陳
べ
る
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
年
の
こ
の
論
中
に

　
・
「
自
然
現
象
を
謡
ふ
と
い
よ
’
一
と
は
同
時
に
作
者
の
心
の
感

　
　
勤
を
謡
よ
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
め
い
め
い
の
個
性
は
隠
さ
う

　
　
と
し
て
も
隠
す
こ
と
が
出
来
ま
廿
ん
。
し
か
も
何
店
ま
で
も

　
　
自
然
現
象
に
重
き
を
置
き
ま
す
。
邑
蕉
、
。
荼
の
如
く
自
然

　
　
現
象
を
服
り
て
自
己
の
叙
情
を
す
る
こ
と
は
且
し
圭
廿
ん
」

　
　
　
（
Ｓ
６
・
１
「
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
コ



と
修
正
さ
れ

　
・
「
私
は
敢
て
、
今
日
以
後
の
俳
句
は
花
鳥
風
月
を
吟
詠
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
目
的
は
な
い
、
と
申
し
ま
し
た
」

　
　
　
（
同
社
）

と
、
花
鳥
を
そ
の
ま
ま
に
風
詠
す
る
の
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て

　
・
‐
‐
1
た
だ
花
鳥
を
描
写
す
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

　
　
花
鳥
に
対
し
て
起
る
心
の
糸
の
顛
動
を
貴
び
ま
す
」
「
六
向

　
　
に
描
写
す
る
の
は
感
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
化
鳥
で
す
　
感
情

　
　
は
う
ち
に
潜
ん
で
う
る
ほ
ひ
と
な
り
響
と
な
り
調
べ
と
な
っ

　
　
て
句
の
上
に
も
自
ら
現
れ
ま
す
」
　
（
同
前
）

に
あ
る
よ
う
に
作
者
の
心
は
結
果
と
し
て
必
然
的
に
表
わ
れ
る
も

の
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
も
子
規
の

　
△
「
全
く
客
観
的
に
詠
み
し
歌
な
り
と
も
感
情
を
本
と
し
た
る

　
　
は
言
を
婉
た
ず
」
　
（
Ｍ
3
1
プ
ハ
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
の
書

　
　
）
）

　
△
「
只
う
つ
く
し
い
と
か
奇
麗
と
か
う
れ
し
い
と
か
い
よ
語
を

　
　
著
く
る
と
著
け
ぬ
と
の
相
違
」
　
（
固
有
）

等
に
み
ら
れ
る
「
花
紅
回
禄
」
説
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
も
叉
、
子
規
加
美
を
楽
し
ん
だ
こ
と
に
比
べ
て

唐
子
が
「
心
」
を
叫
に
持
ち
言
づ
け
て
い
る
点
一
歩
深
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
昭
和
六
年
の
火
八
の
俳
論
は
大
体
が

子
規
の
説
の
上
に
或
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
Ｏ
Ａ
Ｊ
は
言
葉
を
変
え

て
百
え
ば
子
規
俳
論
の
継
承
発
展
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

Ｏ
Ｏ
に
「
花
鳥
証
詠
と
。
右
言
て
・
に
誇
り
を
特
つ
」
（
ｓ
2
7
・
1
0

　
「
体
用
へ
の
道
」
）
と
一
応
の
更
改
を
み
た
火
手
の
論
が
「
一
入

の
天
才
に
は
あ
き
た
ら
ぬ
が
九
百
九
十
凡
人
の
大
泉
渋
皮
の
指
万

言
」
と
も
言
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
庄
子
は
「
私
は
理
論
の
　
7
7

完
備
と
い
よ
慨
は
ち
っ
と
も
考
へ
て
を
り
ま
せ
ん
。
只
私
は
佐
川

や
写
生
文
を
自
ら
作
る
上
に
於
て
客
観
写
生
と
い
よ
事
を
志
し
て

を
り
ま
す
」
〔
Ｓ
2
9
・
1
0
「
村
岡
箭
月
君
に
答
よ
」
）
の
如
く
、

長
年
の
実
作
体
験
に
も
と
づ
く
不
動
の
信
念
と
そ
れ
に
衷
づ
け
ら

れ
た
自
信
と
を
も
っ
て
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
て
の
論
が
こ

が
よ
う
に
実
作
者
と
し
て
の
自
信
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で

あ
る
。
定
本
庄
子
全
集
て
二
贈
副
元
社
刊
）
の
俳
句
集
に
は
九

万
真
白
ニ
ト
五
用
と
い
う
厖
大
な
用
数
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
特

に
昭
和
六
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
年
を
大
き
く
上
ま
わ
る
且
ｙ
目
凹
ト

八
句
の
多
作
を
示
し
て
い
る
、

一



　
昭
和
六
年
に
か
け
た
首
玉
の
意
気
込
み
が
そ
こ
に
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
「
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
」

に
は
大
き
な
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

資
料
図
書

　
ホ
ト
ト
ギ
ス
辻

　
定
本
政
子
今
年

　
俳
句
へ
の
道

　
鹿
子
俳
話

　
続
庄
子
俳
話

　
子
規
全
集

参
考
文
献
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