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ま
え
が
き

私
は
40
年
間
俳
句
を
作
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
間
に
多
く
の
俳
句
に
接
し
ま
し
た
。
日
本
の
国
土
と
俳
句
と
い
う

文
学
は
よ
く
調
和
し
数
々
の
秀
句
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

「
日
本
語
は
天
才
」
と
い
う
言
葉
聞
い
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
縦
書
き
も
横
書
き
も
ｏ
ｋ
。
漢
字
ひ
ら
が
な

カ
タ
カ
ナ
、
そ
し
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
ま
で
組
み
込
ん
で
文
が
作
れ
る
。
フ
リ
ガ
ナ
も
付
け
ら
れ
る
。
味
わ
い
深
い

方
言
も
あ
る
。
そ
う
い
う
言
語
文
化
に
、
二
千
万
年
前
に
大
陸
か
ら
分
離
し
た
日
本
列
島
。
災
害
は
多
い
が
自
然
は

豊
か
で
動
植
物
の
種
類
も
豊
富
。
季
節
の
変
化
に
も
富
む
。
こ
の
自
然
と
言
語
か
ら
日
本
の
詩
歌
文
化
が
千
数
百
年

前
か
ら
生
ま
れ
た
。
俳
句
が
生
ま
れ
た
の
は
16
世
紀
の
終
り
頃
。
和
歌
や
連
歌
か
ら
独
立
し
平
和
に
な
っ
た
庶
民
が

参
加
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
約
四
百
年
。
明
治
の
中
期
に
中
興
の
祖
正
岡
子
規
が
出
た
。
俳
句
は
「
古
池
や
」
と
「
柿

食
え
ば
」
だ
と
い
う
事
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
俳
句
は
あ
る
学
者
の
計
算
で
は
10
の
16
乗
あ
る
そ
う
で
す
。
も
と
よ

り
筆
者
の
眼
に
触
れ
た
俳
句
は
ほ
ん
の
一
部
で
す
。
現
在
の
俳
句
は
自
然
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
人

生
や
生
活
全
般
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

俳
句
の
愉
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
こ
の
本
は
そ
の
中
か
ら
多
数
の
俳
句
本
を
参
考
に
し
つ
つ
、
芭
蕉

か
ら
現
在
ま
で
の
佳
句
秀
句
又
は
筆
者
の
関
心
の
あ
る
句
を
独
断
と
偏
見
で
選
ん
だ
も
の
で
す
。
無
季
俳
句
も
対
象

に
し
ま
し
た
。
是
非
こ
れ
を
機
会
に
俳
句
と
親
し
み
ま
し
ょ
う
。
海
外
で
も
短
詩
形
の
俳
句
は
人
気
が
あ
り
ま
す
。

今
世
紀
に
は
世
界
で
誰
か
が
俳
句
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
貰
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
切
に
祈
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まえがき

り
ま
す
。
な
お
文
中
、
松
尾
芭
蕉
・
与
謝
蕪
村
・
小
林
一
茶
・
正
岡
子
規
・
夏
目
漱
石
・
高
浜
虚
子
・
種
田
山
頭
火　

金
子
兜
太
は
そ
の
姓
を
省
略
し
ま
し
た
。
ま
た
長
年
在
籍
の
奈
良
県
の
幻
俳
句
会
の
先
輩
故
人
同
僚
後
輩
の
句
は
広

く
猟
渉
し
ま
し
た
。

原
句
に
は
旧
か
な
づ
か
い
新
か
な
づ
か
い
と
あ
り
ま
す
が
原
句
の
マ
マ
と
し
ま
し
た
。

煩
雑
に
な
り
ま
す
が
句
の
難
読
の
言
葉
に
は
フ
リ
ガ
ナ
を
振
り
ま
し
た
。
鑑
賞
文
の
う
ち
引
用
文
に
は
そ
の
文
の

作
者
と
引
用
文
献
名
を
記
入
し
て
い
ま
す
。

無
記
入
は
筆
者
の
文
で
す
。
こ
の
本
で
読
者
の
俳
句
へ
の
興
味
が
少
し
で
も
増
せ
ば
著
者
の
望
外
の
喜
び
で
す
。

令
和
２
年
７
月　

コ
ロ
ナ
騒
動
の
頃


