
　

正
岡
子
規
。
今
、
子
ど
も
た
ち
も
作
る

の
を
楽
し
む
俳
句
の
基
礎
を
作
っ
た
人

で
、
近
代
俳
句
の
創
始
者
と
呼
ば
れ
ま
す
。

そ
の
彼
が
当
地
を
訪
れ
、
善
光
寺
と
関
西

方
面
を
結
ぶ
善
光
寺
街
道
を
歩
い
た
の
は

学
生
時
代
の
明
治
二
十
四
年（
一
八
九
一
）。

以
来
約
百
二
十
年
が
た
っ
た
現
代
、
再
び

こ
の
街
道
に
注
目
す
る
人
、
歩
く
人
が
増

え
て
い
る
の
は
何
か
因
縁
を
感
じ
ま
す
。

当
時
も
今
も
、
歩
く
こ
と
に
よ
る
「
美
の

発
見
」
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

▽
日
本
再
発
見
ブ
ー
ム

　

子
規
が
当
地
を
ど
の
よ
う
に
歩
い
た
か

に
つ
い
て
は
シ
リ
ー
ズ
86
で
、
子
規
が
残

し
た
紀
行
文
「
か
け
は
し
の
記
」
を
も
と

に
触
れ
ま
し
た
。
子
規
二
十
五
歳
、
ま
だ

世
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
前
の
駆
け
出
し

の
時
期
で
、
生
み
の
苦
し
み
状
態
に
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
代
、
子
規
は
善
光
寺
街

道
を
は
じ
め
、
と
に
か
く
歩
き
ま
し
た
。

生
地
は
愛
媛
県
松
山
。
子
規
は
故
郷
が
大

好
き
で
、
よ
く
帰
省
し
た
の
で
す
が
、
田

舎
と
東
京
の
往
復
も
歩
き
、
ま
た
、
箱
根

な
ど
東
京
周
辺
の
名
所
に
も
よ
く
出
か
け

ま
し
た
。

　

な
ぜ
そ
ん
な
に
歩
い
た
の
か
。
も
ち
ろ

ん
今
の
よ
う
に
車
や
電
車
が
ま
だ
発
達
し

て
い
な
い
せ
い
も
あ
り
ま
す
が
、
明
治
維

新
か
ら
約
二
十
年
、
当
時
の
日
本
は
紀
行

ブ
ー
ム
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
幕
藩
体
制
が

終
わ
り
、
だ
れ
で
も
日
本
国
中
を
自
由
に

行
き
来
で
き
る
時
代
と
な
り
、
作
家
は
各

地
に
出
か
け
、
盛
ん
に
旅
に
ま
つ
わ
る
文

章
を
書
き
ま
す
。
文
明
開
化
で
西
洋
ば
か

り
に
目
が
向
い
て
い
た
明
治
初
期
か
ら
、

次
第
に
国
内
、
日
本
の
良
さ
を
発
見
す
る

機
運
が
高
ま
り
、
文
筆
家
た
ち
が
活
躍
し

た
の
で
す
。
デ
ィ
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
の
第

一
波
で
し
た
。

　

昔
、
国
語
の
授
業
で
、
明
治
時
代
の
作

家
、国く

に

き

だ
・
ど

っ

ぽ

木
田
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
が
、関
東
・

武
蔵
野
地
域
の
平
地
に
広
が
る
雑
木
林
の

風
景
の
美
を
初
め
て
活
写
し
た
作
品
だ
と

教
わ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
日
本
再
発
見

の
ト
レ
ン
ド
と
軌
を
一
に
し
て
い
ま
す
。

　

知
的
好
奇
心
の
強
い
作
家
た
ち
が
田
舎

と
都
会
を
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
日

本
人
が
長
年
か
け
て
作
っ
て
き
た
伝
統
的

な
風
景
の
美
し
さ
を
発
見
し
た
の
で
す
。

　

▽
感
動
の
表
現
手
段
に

　

子
規
も
そ
う
し
た
作
家
の
一
人
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
生
地
の
四
国
・
松
山
か
ら

は
船
で
本
土
に
渡
り
、
歩
い
て
何
日
も
か

け
て
東
京
に
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
子

規
は
何
度
も
故
郷
と
東
京
を
行
き
来
し
ま

す
。
東
京
で
の
見
聞
や
体
験
を
踏
ま
え
、

ふ
る
さ
と
や
地
方
都
市
の
風
物
を
い
や
お

う
な
し
に
眺
め
る
と
い
う
環
境
に
置
か
れ

て
い
た
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
旅
を
し
な
が
ら
、
子
規
は
日

本
の
風
物
、
風
土
の
美
し
さ
を
深
く
感
じ

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
発
見
、

感
動
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
子
規
に

ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
が
、
俳
句
だ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
国
木
田
独
歩
は
小
説
・

随
筆
で
名
を
成
し
、
子
規
は
俳
句
で
名
を

後
世
に
残
し
ま
し
た
。「
世
界
で
一
番
短

い
詩
」
と
言
わ
れ
る
俳
句
な
の
で
、
人
一

倍
好
奇
心
旺
盛
な
子
規
の
中
で
生
ま
れ
る

発
見
、
感
動
を
表
現
す
る
に
は
最
適
の
手

段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
も
教
科
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
子

規
の
句
で
す
が
、「
柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る

な
り
法
隆
寺
」
を
最
初
に
知
っ
た
と
き
は
、

と
に
か
く
子
規
の
代
表
句
だ
と
覚
え
た
だ

け
で
、「
こ
ん
な
句
な
ら
自
分
だ
っ
て
作

れ
る
」
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
子
供
に
も

思
わ
せ
て
し
ま
う
の
が
子
規
の
功
績
で
も

あ
り
ま
す
。
子
規
が
そ
れ
を
意
図
し
て
こ

の
句
を
作
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
果
物
好
き
の
子
規
が
法
隆
寺
近
辺

で
柿
を
食
べ
て
い
た
と
き
に
法
隆
寺
の
鐘

の
音
を
聞
き
、
そ
こ
に
日
本
的
な
美
を
発

見
し
、
な
ん
ら
か
の
感
動
を
覚
え
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

▽
無
意
識
に
選
ん
だ
旅
先

　
「
柿
く
へ
ば
…
」
の
句
を
つ
く
っ
た
の

は
明
治
二
十
八
（
一
九
九
五
）
年
な
の
で
、

子
規
の
当
地
訪
問
は
そ
の
四
年
前
で
す
。

当
地
を
急
き
切
っ
て
歩
い
た
こ
ろ
の
子
規

は
ま
だ
、
俳
句
に
よ
る
美
の
表
現
に
自
覚

的
に
な
る
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

松
尾
芭
蕉
が
「
更
科
紀
行
」
を
書
く
た
め

に
た
ど
っ
た
善
光
寺
街
道
を
子
規
も
歩
い

た
こ
と
が
、
江
戸
時
代
ま
で
の
俳
諧
を
俳

句
に
革
新
し
て
い
く
上
で
大
事
な
肥
や
し

に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

子
規
は
善
光
寺
街
道
を
歩
い
た
二
年
後

に
は
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」
の
ル
ー
ト
を

た
ど
り
、「
は
て
し
ら
ず
の
記
」
と
い
う

紀
行
文
を
ま
と
め
ま
し
た
。
更
科
に
旅
を

し
た
後
に
奥
の
細
道
と
い
う
順
番
は
、
芭

蕉
と
同
じ
な
の
で
す
。
結
果
と
し
て
芭
蕉

を
強
く
意
識
し
な
が
ら
善
光
寺
街
道
を
た

ど
っ
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ
と
の
松
山
に
帰

省
す
る
途
中
の
旅
だ
っ
た
と
は
言
え
、
善

光
寺
街
道
を
選
ん
だ
理
由
に
は
、
芭
蕉
の

こ
と
も
頭
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
こ
れ
は
後
か
ら
の
理
屈
付
け

で
、
子
規
が
自
覚
的
に
当
地
を
歩
い
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
子
規
を

し
て
そ
う
さ
せ
た
の
は
、
芭
蕉
が
来
訪
し

た
「
さ
ら
し
な
・
姨
捨
」
の
底
力
を
無
意

識
に
感
じ
た
か
ら
と
考
え
る
の
は
あ
な
が

ち
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

▽
姨
捨
山
サ
ミ
ッ
ト

　

現
在
、
旧
更
級
郡
八
幡
村
・
稲
荷
山
町

の
住
民
ら
で
組
織
す
る
千
曲
市
川
西
地
区

振
興
連
絡
協
議
会
な
ど
冠
着
山
（
姨
捨
山
）

周
辺
の
住
民
グ
ル
ー
プ
が
、
善
光
寺
街
道

を
は
じ
め
と
す
る
当
地
に
残
る
古
道
を
再

び
歩
け
る
よ
う
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
当
地
の
風
景
・
風
土
の
美
の
再
発

見
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

美
と
い
う
の
は
芸
術
的
な
美
し
さ
と
い

う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
沿
道
の
風
景
や

名
も
な
い
植
物
の
美
し
さ
、
歩
く
こ
と
自

体
の
心
地
よ
さ
な
ど
、
小
さ
く
と
も
心
身

を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
る
感
動
の
こ
と
で

す
。
人
生
を
生
き
、
日
々
の
暮
ら
し
を
営

ん
で
行
く
活
力
、
支
え
に
な
る
よ
う
な
発

見
の
こ
と
で
す
。
今
後
、
姨
捨
山
周
辺
の

住
民
で
姨
捨
山
サ
ミ
ッ
ト
を
開
き
た
い
と

い
う
人
も
お
り
、
当
地
の
面
白
さ
が
一
層
、

明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

上
の
写
真
は
、
今
年
重
点
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
一
本
松
峠
越
え
の
古
道
の
整

備
。
旧
坂
井
村
（
現
筑
北
村
）
か
ら
大
池
、

姨
捨
地
区
に
出
る
道
の
草
刈
り
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
中
央
の
棚
田
を
下
る
と
、

Ｊ
Ｒ
姨
捨
駅
の
踏
切
が
あ
り
ま
す
。

　

右
の
写
真
は
、
学
生
時
代
の
子
規
が
旅

を
し
て
い
た
と
き
の
装
束
で
す
。
こ
の
よ

う
な
姿
で
当
地
も
歩
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。「
別
冊
太
陽
・
病
床
六
尺
の
人
生　

正
岡
子
規
」（
平
凡
社
）
か
ら
複
写
し
ま

し
た
。
左
上
の
写
真
は
、
洗
馬
宿
（
長
野

県
塩
尻
市
）
の
分わ

か

さ

れ

去
れ
、
手
前
の
石
は
道

標
で
「
左　

北
国
往
還　

善
光
道
」
と
刻

ま
れ
て
お
り
、
関
西
方
面
か
ら
木
曽
路
を

来
た
人
た
ち
が
中
山
道
と
北
に
向
か
う
善

光
街
道
に
分
か
れ
る
分
岐
点
で
す
。
子
規

は
こ
こ
か
ら
右
後
方
に
見
え
る
木
曽
の
山

地
に
歩
を
進
め
ま
し
た
。
そ
の
道
中
の
こ

と
も
「
か
け
は
し
の
記
」
で
詳
し
く
記
し

て
い
ま
す
。

更

級

へ

の

旅
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正岡子規を歩かせた善光寺街道


