
これであなたも、俳句の達人!
 俳句初心者必携ガイドブック
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目
の
前
の
風
景
を
文
字
で
ス
ケ
ッ
チ

　

み
ち
の
く
平
泉
。歴
史
と
自
然
に
あ
ふ
れ
る
土
地
に
よ
う
こ
そ
。

　

き
っ
と
記
憶
に
と
ど
め
た
い
景
色
に
出
会
え
ま
す
。ス
マ
ホ
が
あ
れ
ば
ス

ナ
ッ
プ
写
真
。ペ
ン
が
あ
れ
ば
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
に
俳
句
を
。あ
な
た
が
見
る
風

景
を「
俳
句
」と
い
う
文
字
で
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
。こ
の
冊
子
を
俳
句
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

俳
句
の
形
は
簡
単
で
す

　

む
ず
か
し
く
考
え
な
い
、ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
俳
句
。楽
し
く
ス
ケ
ッ
チ
す
る

た
め
に
ふ
た
つ
だ
け
約
束
ご
と
を
設
け
ま
し
ょ
う
。ハ
ー
ド
ル
で
は
な
く
作
り

や
す
い
踏
み
台
に
な
る
約
束
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
決
ま
り
事
や
型
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、そ

れ
を
知
る
こ
と
で
よ
り
良
い
句
が
生
ま
れ
、作
品
の
幅
が
広
が
り
ま
す
。さ
ら
に

興
味
が
湧
い
た
ら
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、あ
る
い
は
俳
句
の
先
輩
を
探
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

約
束
①
五
・
七
・
五
の
十
七
音
で
つ
く
る

　

俳
句
は
上
・
中
・
下
を
五
・
七
・
五
の
音
数
で
構
成
し
ま
す
。実
際
に
声
に
出
し

て
読
ん
で
み
る
と
そ
の
音
数
が
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
に
な
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

特
に「
五
」は
例
え
ば
お
米
の
品
種
名「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」の
よ
う
に
様
々
な
場
面
で

落
ち
着
き
が
あ
り
馴
染
み
や
す
い
リ
ズ
ム
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

伝
え
た
い
こ
と
を
、ど
の
よ
う
に
こ
の
文
字
数
に
ま
と
め
る
か
。必
要
に
応
じ

て
言
葉
を
変
え
る
、言
葉
を
省
く
な
ど…

パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
る
感
覚
で
試
行

錯
誤
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　

た
と
え
ば
・・・

・
言
葉
を
変
え
る
「
な
す
」と「
な
す
び
」

「
ペ
ン
キ
」と「
色
」

「
て
ん
と
う
虫
」を「
て
ん
と
む
し
」な
ど

　

五
・
七
・
五
で
は
な
い「
字
余
り
」や「
字
足
ら
ず
」の
形
も
あ
り
ま
す
。し
か
し

そ
れ
は
定
型
か
ら
外
れ
て
い
て
、読
ん
だ
時
に
生
ま
れ
る
違
和
感
を
逆
手
に

と
っ
て
印
象
を
強
め
る
な
ど
の
上
級
者
の
わ
ざ
で
す
。思
い
つ
い
た
言
葉
が
そ

れ
だ
っ
た
か
ら
仕
方
な
く
、と
い
う
選
択
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

約
束
②　
「
季
語
」を
使
う

　

日
本
の
風
景
や
も
の
ご
と
は
四
季
の
中
に
あ
り
ま
す
。季
語
は
句
に
季
節
感

を
与
え
る
と
と
も
に
、強
い
連
想
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。季
節
を
象
徴
す
る
言

葉
、「
季
語
」を
ひ
と
つ
据
え
る
。そ
こ
か
ら
悠
久
の
時
の
流
れ
や
大
空
の
高
さ
と

も
つ
な
が
る
よ
う
な
広
が
り
の
あ
る「
言
葉
の
か
た
ま
り
」で
あ
る
俳
句
が
生
ま

れ
ま
す
。

　

季
語
は
気
候
や
動
植
物
か
ら
現
代
の
生
活
の
中
の
も
の
ま
で
五
千
以
上
あ

り
、季
節
ご
と
に
ま
と
め
て
例
句
な
ど
も
載
っ
た
本
が「
歳
時
記
」と
言
わ
れ
る

俳
句
の
手
引
書
で
す
が
、現
代
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
簡
単
に
調
べ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
季
節

春
夏
秋
冬
に
新
年
を
加
え
た
五
季
に
分
け
ら
れ
ま
す

・
分
類

「
時
候
」「
天
文
」「
地
理
」「
生
活
」「
行
事
」「
動
物
」「
植
物
」の
七
項
目

が
一
般
的
で
す
。ち
な
み
に
そ
の
場
合
、食
物
は「
生
活
」に
、有
名
な

人
の
命
日
で
あ
る「
忌
日
」は「
行
事
」に
入
り
ま
す
。

四
季
の
期
間
や
特
徴
、い
く
つ
か
の
季
語
を
四
ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

避
け
た
方
が
よ
い
こ
と

　

季
語
の
無
い「
無
季
の
句
」は
詠
ま
な
い
。季
語
を
使
う
の
が
俳
句
の
約
束
な

の
で
、季
語
を
入
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

季
語
が
複
数
入
る「
重
季
の
句
」は
詠
ま
な
い
。季
語
は
季
節
を
象
徴
的
に
表

す
言
葉
な
の
で
、ふ
た
つ
は
使
い
ま
せ
ん
。複
数
入
れ
る
と
、持
ち
味
が
ぶ
つ
か

り
合
い
、双
方
の
良
さ
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
初
心
者
は
避
け
ま

し
ょ
う
。

　

実
際
に
存
在
し
な
い「
空
想
の
句
」は
詠
ま
な
い
。例
え
ば
松
尾
芭
蕉
が
平
泉

で
詠
ん
だ
有
名
な「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」。夏
草
と
い
う
目
の
前
の
現
実

と
、そ
こ
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
昔
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
ま
す
。も
し
こ
れ
が
目
の
前

で
武
士
た
ち
が
戦
っ
て
い
る
様
子
を
想
像
し
て
そ
れ
を
描
写
す
る
よ
う
に
詠
ん

だ
ら
そ
れ
は
空
想
に
な
り
ま
す
。見
た
こ
と
は
見
た
こ
と
と
し
て
、思
い
浮
か
ん

だ
こ
と
は
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
と
し
て
、詠
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

ど
ん
な
風
景
を
詠
み
ま
す
か

　

い
い
な
と
思
っ
た
情
景
、風
景
、な
ん
で
も
あ
り
で
す
。同
じ
風
景
を
目
の
前

に
し
て
も
、人
に
よ
っ
て
見
る
部
分
、感
じ
る
組
み
合
わ
せ
は
無
限
。

　

一
般
の
文
章
で
は
人
に
伝
え
る
た
め
に
５
Ｗ
２
Ｈ
、い
つ
、ど
こ
で
、誰
が
、何

を
、な
ぜ
、ど
う
す
る
、い
く
つ
、と
い
う
要
素
が
大
切
と
言
わ
れ
ま
す
。基
本
は

俳
句
も
同
じ
。例
え
ば「
美
し
い
」と
感
動
し
た
景
色
も
、ま
ず
は
そ
の
要
素
を
確

認
す
る
こ
と
が
俳
句
に
す
る
た
め
の
第
一
歩
。

そ
し
て
そ
の
中
か
ら
特
に
伝
え
た
い
部
分
と
必
要
な
要
素
を
選
び
出
し
て
十
七

音
の
パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
れ
ば
、あ
な
た
の
作
品
が
生
ま
れ
ま
す
。

Let's H
aiku!
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3

こ
れ
で
あ
な
た
も…

！

　

俳
句
で
は
Ａ
・
Ｂ
の
よ
う
に
一
句
の

途
中
に「
切
れ
」を
入
れ
る
場
合
と
、Ｃ
の

よ
う
に
入
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
「
切
れ
」を
入
れ
る
の
は
、意
味
の

「
断
絶
」や
、リ
ズ
ム
の「
間
」を
作
る

た
め
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
た
っ
た

十
七
音
の
世
界
が
広
く
な
り
ま
す
。

こ
の
途
中
の「
切
れ
」を「
句
切
れ
」と

い
い
、そ
の
位
置
は
、Ａ
上
五
の
後
、

Ｂ
中
七
の
後
な
ど
が
典
型
的
で
す
。

Ａ　

上
五　
　

中
七　

下
五

Ｂ　

上
五　

中
七　
　

下
五

Ｃ　

上
五　

中
七　

下
五

　

特
に
Ａ
の
よ
う
に
上
五
に
季
語
を

置
い
て
切
り
、中
七
下
五
に
は
季
語
と

は
直
接
つ
な
が
り
の
な
い
こ
と
を
置
く

「
取
り
合
わ
せ
」の
ス
タ
イ
ル
は
俳
句

の
王
道
の
型
。

　

ま
た
、「
句
切
れ
」に
は
、よ
く「
〇
〇

や
」と
い
う「
切
れ
字
」が
使
わ
れ
、使
い

こ
な
せ
ば
達
人
に
近
づ
き
ま
す
。



4

初春
晩
冬

仲
冬

仲
夏

初
夏

晩春
仲春

仲秋

晩秋
初
冬

初秋
晩
夏

りっしゅん こくう

りっしゅうそうこう

しょしょかんろ

はくろしゅうぶん

りっか

たいしょ

しょうまん

しょうしょ

ぼうしゅ

げし

だいかん

りっとう
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暮
・
新
年
の
季
語

一
年
の
節
目
で
も
あ
る
、暮
・
新
年
に
は
、

専
用
の
季
語
が
存
在
し
ま
す
。

暮
の
季
語

【
時
候
】
大
晦
日
師
走
年
の
暮
行
く
年

【
生
活
】
賀
状
書
く
門
松
立
つ
煤
払
歳
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の
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忘
晦
日
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【
行
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年
越
詣

新
年
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【
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三
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新
年
初
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内
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年
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天
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藤
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文
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京
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目
の
前
の
風
景
を
文
字
で
ス
ケ
ッ
チ

　

み
ち
の
く
平
泉
。歴
史
と
自
然
に
あ
ふ
れ
る
土
地
に
よ
う
こ
そ
。

　

き
っ
と
記
憶
に
と
ど
め
た
い
景
色
に
出
会
え
ま
す
。ス
マ
ホ
が
あ
れ
ば
ス

ナ
ッ
プ
写
真
。ペ
ン
が
あ
れ
ば
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
に
俳
句
を
。あ
な
た
が
見
る
風

景
を「
俳
句
」と
い
う
文
字
で
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
。こ
の
冊
子
を
俳
句
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

俳
句
の
形
は
簡
単
で
す

　

む
ず
か
し
く
考
え
な
い
、ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
俳
句
。楽
し
く
ス
ケ
ッ
チ
す
る

た
め
に
ふ
た
つ
だ
け
約
束
ご
と
を
設
け
ま
し
ょ
う
。ハ
ー
ド
ル
で
は
な
く
作
り

や
す
い
踏
み
台
に
な
る
約
束
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
決
ま
り
事
や
型
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、そ

れ
を
知
る
こ
と
で
よ
り
良
い
句
が
生
ま
れ
、作
品
の
幅
が
広
が
り
ま
す
。さ
ら
に

興
味
が
湧
い
た
ら
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、あ
る
い
は
俳
句
の
先
輩
を
探
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

約
束
①
五
・
七
・
五
の
十
七
音
で
つ
く
る

　

俳
句
は
上
・
中
・
下
を
五
・
七
・
五
の
音
数
で
構
成
し
ま
す
。実
際
に
声
に
出
し

て
読
ん
で
み
る
と
そ
の
音
数
が
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
に
な
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

特
に「
五
」は
例
え
ば
お
米
の
品
種
名「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」の
よ
う
に
様
々
な
場
面
で

落
ち
着
き
が
あ
り
馴
染
み
や
す
い
リ
ズ
ム
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

伝
え
た
い
こ
と
を
、ど
の
よ
う
に
こ
の
文
字
数
に
ま
と
め
る
か
。必
要
に
応
じ

て
言
葉
を
変
え
る
、言
葉
を
省
く
な
ど…

パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
る
感
覚
で
試
行

錯
誤
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　

た
と
え
ば
・・・

・
言
葉
を
変
え
る
「
な
す
」と「
な
す
び
」

「
ペ
ン
キ
」と「
色
」

「
て
ん
と
う
虫
」を「
て
ん
と
む
し
」な
ど

　

五
・
七
・
五
で
は
な
い「
字
余
り
」や「
字
足
ら
ず
」の
形
も
あ
り
ま
す
。し
か
し

そ
れ
は
定
型
か
ら
外
れ
て
い
て
、読
ん
だ
時
に
生
ま
れ
る
違
和
感
を
逆
手
に

と
っ
て
印
象
を
強
め
る
な
ど
の
上
級
者
の
わ
ざ
で
す
。思
い
つ
い
た
言
葉
が
そ

れ
だ
っ
た
か
ら
仕
方
な
く
、と
い
う
選
択
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

約
束
②　
「
季
語
」を
使
う

　

日
本
の
風
景
や
も
の
ご
と
は
四
季
の
中
に
あ
り
ま
す
。季
語
は
句
に
季
節
感

を
与
え
る
と
と
も
に
、強
い
連
想
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。季
節
を
象
徴
す
る
言

葉
、「
季
語
」を
ひ
と
つ
据
え
る
。そ
こ
か
ら
悠
久
の
時
の
流
れ
や
大
空
の
高
さ
と

も
つ
な
が
る
よ
う
な
広
が
り
の
あ
る「
言
葉
の
か
た
ま
り
」で
あ
る
俳
句
が
生
ま

れ
ま
す
。

　

季
語
は
気
候
や
動
植
物
か
ら
現
代
の
生
活
の
中
の
も
の
ま
で
五
千
以
上
あ

り
、季
節
ご
と
に
ま
と
め
て
例
句
な
ど
も
載
っ
た
本
が「
歳
時
記
」と
言
わ
れ
る

俳
句
の
手
引
書
で
す
が
、現
代
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
簡
単
に
調
べ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
季
節

春
夏
秋
冬
に
新
年
を
加
え
た
五
季
に
分
け
ら
れ
ま
す

・
分
類

「
時
候
」「
天
文
」「
地
理
」「
生
活
」「
行
事
」「
動
物
」「
植
物
」の
七
項
目

が
一
般
的
で
す
。ち
な
み
に
そ
の
場
合
、食
物
は「
生
活
」に
、有
名
な

人
の
命
日
で
あ
る「
忌
日
」は「
行
事
」に
入
り
ま
す
。

四
季
の
期
間
や
特
徴
、い
く
つ
か
の
季
語
を
四
ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

平
泉
の
俳
句
ス
ポ
ッ
ト

避
け
た
方
が
よ
い
こ
と

　

季
語
の
無
い「
無
季
の
句
」は
詠
ま
な
い
。季
語
を
使
う
の
が
俳
句
の
約
束
な

の
で
、季
語
を
入
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

季
語
が
複
数
入
る「
重
季
の
句
」は
詠
ま
な
い
。季
語
は
季
節
を
象
徴
的
に
表

す
言
葉
な
の
で
、ふ
た
つ
は
使
い
ま
せ
ん
。複
数
入
れ
る
と
、持
ち
味
が
ぶ
つ
か

り
合
い
、双
方
の
良
さ
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
初
心
者
は
避
け
ま

し
ょ
う
。

　

実
際
に
存
在
し
な
い「
空
想
の
句
」は
詠
ま
な
い
。例
え
ば
松
尾
芭
蕉
が
平
泉

で
詠
ん
だ
有
名
な「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」。夏
草
と
い
う
目
の
前
の
現
実

と
、そ
こ
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
昔
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
ま
す
。も
し
こ
れ
が
目
の
前

で
武
士
た
ち
が
戦
っ
て
い
る
様
子
を
想
像
し
て
そ
れ
を
描
写
す
る
よ
う
に
詠
ん

だ
ら
そ
れ
は
空
想
に
な
り
ま
す
。見
た
こ
と
は
見
た
こ
と
と
し
て
、思
い
浮
か
ん

だ
こ
と
は
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
と
し
て
、詠
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

ど
ん
な
風
景
を
詠
み
ま
す
か

　

い
い
な
と
思
っ
た
情
景
、風
景
、な
ん
で
も
あ
り
で
す
。同
じ
風
景
を
目
の
前

に
し
て
も
、人
に
よ
っ
て
見
る
部
分
、感
じ
る
組
み
合
わ
せ
は
無
限
。

　

一
般
の
文
章
で
は
人
に
伝
え
る
た
め
に
５
Ｗ
２
Ｈ
、い
つ
、ど
こ
で
、誰
が
、何

を
、な
ぜ
、ど
う
す
る
、い
く
つ
、と
い
う
要
素
が
大
切
と
言
わ
れ
ま
す
。基
本
は

俳
句
も
同
じ
。例
え
ば「
美
し
い
」と
感
動
し
た
景
色
も
、ま
ず
は
そ
の
要
素
を
確

認
す
る
こ
と
が
俳
句
に
す
る
た
め
の
第
一
歩
。

そ
し
て
そ
の
中
か
ら
特
に
伝
え
た
い
部
分
と
必
要
な
要
素
を
選
び
出
し
て
十
七

音
の
パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
れ
ば
、あ
な
た
の
作
品
が
生
ま
れ
ま
す
。

Let's H
aiku!

平
泉
に
は
多
く
の
俳
人
が
訪
れ
、句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

松
尾
芭
蕉
は
、中
尊
寺
金
色
堂
で
詠
ん
だ
句

五
月
雨
の
降
り
残
し
て
や
光
堂

　

毛
越
寺
と
高
館
義
経
堂
に
は

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

の
句
碑
が
あ
り
ま
す
。

　

高
館
義
経
堂
は
、北
上
川
や
大
文
字
が
見
え
る
束
稲
山
を
見
晴
ら
せ
る
絶
景
で

も
あ
り
、一
句
詠
み
た
く
な
る
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

平
泉
の
史
跡
は
、観
自
在
王
院
跡
、無
量
光
院
跡
、柳
之
御
所
遺
跡
な
ど
跡
地
が
多

い
で
す
が
、芭
蕉
の「
夢
の
跡
」の
よ
う
に
句
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、平
泉
で
は
同
じ
場
所
で
も
、四
季
折
々
の
景
色
で
句
を
詠
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

春
に
は
、県
道
３
０
０
号
線
沿
い
の
桜
並
木
や
達
谷
西
光
寺
の
し
だ
れ
柳
な
ど
、

桜
の
景
色
が
美
し
く
、句
を
詠
む
ス
ポ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。

　

毛
越
寺
境
内
だ
け
で
も
、菖
蒲
、萩
、紅
葉
、雪
景
色
な
ど
景
色
が
豊
富
で
す
。

　

句
を
詠
む
に
は
、場
所
や
時
間
な
ど
の
制
約
は
あ
り
ま
せ
ん
、そ
の
場
で
見
て
感

じ
た
こ
と
を
詠
め
ば
良
い
の
で
す
。平
泉
の
歴
史
や
風
景
を
五
感
を
通
し
て
詠
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
。
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目
の
前
の
風
景
を
文
字
で
ス
ケ
ッ
チ

　

み
ち
の
く
平
泉
。歴
史
と
自
然
に
あ
ふ
れ
る
土
地
に
よ
う
こ
そ
。

　

き
っ
と
記
憶
に
と
ど
め
た
い
景
色
に
出
会
え
ま
す
。ス
マ
ホ
が
あ
れ
ば
ス

ナ
ッ
プ
写
真
。ペ
ン
が
あ
れ
ば
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
に
俳
句
を
。あ
な
た
が
見
る
風

景
を「
俳
句
」と
い
う
文
字
で
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
。こ
の
冊
子
を
俳
句
の
ス

ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

俳
句
の
形
は
簡
単
で
す

　

む
ず
か
し
く
考
え
な
い
、ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
俳
句
。楽
し
く
ス
ケ
ッ
チ
す
る

た
め
に
ふ
た
つ
だ
け
約
束
ご
と
を
設
け
ま
し
ょ
う
。ハ
ー
ド
ル
で
は
な
く
作
り

や
す
い
踏
み
台
に
な
る
約
束
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
決
ま
り
事
や
型
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、そ

れ
を
知
る
こ
と
で
よ
り
良
い
句
が
生
ま
れ
、作
品
の
幅
が
広
が
り
ま
す
。さ
ら
に

興
味
が
湧
い
た
ら
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、あ
る
い
は
俳
句
の
先
輩
を
探
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

約
束
①
五
・
七
・
五
の
十
七
音
で
つ
く
る

　

俳
句
は
上
・
中
・
下
を
五
・
七
・
五
の
音
数
で
構
成
し
ま
す
。実
際
に
声
に
出
し

て
読
ん
で
み
る
と
そ
の
音
数
が
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
に
な
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

特
に「
五
」は
例
え
ば
お
米
の
品
種
名「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」の
よ
う
に
様
々
な
場
面
で

落
ち
着
き
が
あ
り
馴
染
み
や
す
い
リ
ズ
ム
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

伝
え
た
い
こ
と
を
、ど
の
よ
う
に
こ
の
文
字
数
に
ま
と
め
る
か
。必
要
に
応
じ

て
言
葉
を
変
え
る
、言
葉
を
省
く
な
ど…

パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
る
感
覚
で
試
行

錯
誤
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　

た
と
え
ば
・・・

・
言
葉
を
変
え
る
「
な
す
」と「
な
す
び
」

「
ペ
ン
キ
」と「
色
」

「
て
ん
と
う
虫
」を「
て
ん
と
む
し
」な
ど

　

五
・
七
・
五
で
は
な
い「
字
余
り
」や「
字
足
ら
ず
」の
形
も
あ
り
ま
す
。し
か
し

そ
れ
は
定
型
か
ら
外
れ
て
い
て
、読
ん
だ
時
に
生
ま
れ
る
違
和
感
を
逆
手
に

と
っ
て
印
象
を
強
め
る
な
ど
の
上
級
者
の
わ
ざ
で
す
。思
い
つ
い
た
言
葉
が
そ

れ
だ
っ
た
か
ら
仕
方
な
く
、と
い
う
選
択
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

約
束
②　
「
季
語
」を
使
う

　

日
本
の
風
景
や
も
の
ご
と
は
四
季
の
中
に
あ
り
ま
す
。季
語
は
句
に
季
節
感

を
与
え
る
と
と
も
に
、強
い
連
想
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。季
節
を
象
徴
す
る
言

葉
、「
季
語
」を
ひ
と
つ
据
え
る
。そ
こ
か
ら
悠
久
の
時
の
流
れ
や
大
空
の
高
さ
と

も
つ
な
が
る
よ
う
な
広
が
り
の
あ
る「
言
葉
の
か
た
ま
り
」で
あ
る
俳
句
が
生
ま

れ
ま
す
。

　

季
語
は
気
候
や
動
植
物
か
ら
現
代
の
生
活
の
中
の
も
の
ま
で
五
千
以
上
あ

り
、季
節
ご
と
に
ま
と
め
て
例
句
な
ど
も
載
っ
た
本
が「
歳
時
記
」と
言
わ
れ
る

俳
句
の
手
引
書
で
す
が
、現
代
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
簡
単
に
調
べ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
季
節

春
夏
秋
冬
に
新
年
を
加
え
た
五
季
に
分
け
ら
れ
ま
す

・
分
類

「
時
候
」「
天
文
」「
地
理
」「
生
活
」「
行
事
」「
動
物
」「
植
物
」の
七
項
目

が
一
般
的
で
す
。ち
な
み
に
そ
の
場
合
、食
物
は「
生
活
」に
、有
名
な

人
の
命
日
で
あ
る「
忌
日
」は「
行
事
」に
入
り
ま
す
。

四
季
の
期
間
や
特
徴
、い
く
つ
か
の
季
語
を
四
ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

避
け
た
方
が
よ
い
こ
と

　

季
語
の
無
い「
無
季
の
句
」は
詠
ま
な
い
。季
語
を
使
う
の
が
俳
句
の
約
束
な

の
で
、季
語
を
入
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

季
語
が
複
数
入
る「
重
季
の
句
」は
詠
ま
な
い
。季
語
は
季
節
を
象
徴
的
に
表

す
言
葉
な
の
で
、ふ
た
つ
は
使
い
ま
せ
ん
。複
数
入
れ
る
と
、持
ち
味
が
ぶ
つ
か

り
合
い
、双
方
の
良
さ
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
初
心
者
は
避
け
ま

し
ょ
う
。

　

実
際
に
存
在
し
な
い「
空
想
の
句
」は
詠
ま
な
い
。例
え
ば
松
尾
芭
蕉
が
平
泉

で
詠
ん
だ
有
名
な「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」。夏
草
と
い
う
目
の
前
の
現
実

と
、そ
こ
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
昔
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
ま
す
。も
し
こ
れ
が
目
の
前

で
武
士
た
ち
が
戦
っ
て
い
る
様
子
を
想
像
し
て
そ
れ
を
描
写
す
る
よ
う
に
詠
ん

だ
ら
そ
れ
は
空
想
に
な
り
ま
す
。見
た
こ
と
は
見
た
こ
と
と
し
て
、思
い
浮
か
ん

だ
こ
と
は
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
と
し
て
、詠
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

ど
ん
な
風
景
を
詠
み
ま
す
か

　

い
い
な
と
思
っ
た
情
景
、風
景
、な
ん
で
も
あ
り
で
す
。同
じ
風
景
を
目
の
前

に
し
て
も
、人
に
よ
っ
て
見
る
部
分
、感
じ
る
組
み
合
わ
せ
は
無
限
。

　

一
般
の
文
章
で
は
人
に
伝
え
る
た
め
に
５
Ｗ
２
Ｈ
、い
つ
、ど
こ
で
、誰
が
、何

を
、な
ぜ
、ど
う
す
る
、い
く
つ
、と
い
う
要
素
が
大
切
と
言
わ
れ
ま
す
。基
本
は

俳
句
も
同
じ
。例
え
ば「
美
し
い
」と
感
動
し
た
景
色
も
、ま
ず
は
そ
の
要
素
を
確

認
す
る
こ
と
が
俳
句
に
す
る
た
め
の
第
一
歩
。

そ
し
て
そ
の
中
か
ら
特
に
伝
え
た
い
部
分
と
必
要
な
要
素
を
選
び
出
し
て
十
七

音
の
パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
れ
ば
、あ
な
た
の
作
品
が
生
ま
れ
ま
す
。

Let's H
aiku!

県
道
300号

線
沿
い
の
桜
並
木

中尊寺

毛越寺
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