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俳
句
を
作
ろ
う

３

メ
モ
を
も
と
に
、
音
数
に
合
わ
せ
な
が
ら
句
を
作
ろ
う

俳
句
は
、
身
近
な
生
活
の
中
で
生
ま
れ
た
感
動
を
季
節
感
に
託
し
て
表

七
夕
飾
り
。
た
く
さ
ん
の
願
い
事
が
書
か
れ
た
短
冊
の
さ
が
る
笹
竹
に
、

現
す
る
短
い
詩
で
す
。
次
に
あ
げ
る
約
束
を
ふ
ま
え
て
俳
句
を
作
っ
て
み

自
分
の
夢
を
託
し
た
短
冊
を
糸
で
結
び
つ
け
た
。
頼
り
な
げ
に
見
え
る
一

ま
し
ょ
う
。

本
の
糸
だ
け
れ
ど
、
僕
の
夢
を
し
っ
か
り
と
つ
な
ぎ
と
め
て
く
れ
よ
。

・

音
数
は
五
・
七
・
五
の
十
七
音
が
基
本
。

・

季
語
（
季
節
を
表
す
言
葉
）
は
、
一
句
に
一
つ
が
原
則
。

笹

の

葉

に

糸

一

本

の

我

の

夢

（
文
集

「
こ
だ
ま
」
よ
り
）

季
語

ど
の
子
に
も

涼
し
く
風
の

吹
く
日
か
な

む
だ
な
言
葉
を
省
き
、
単
純
化
す
る

(1)

上
の
句
（
五
音
）

中
の
句
（
七
音
）

下
の
句
（
五
音
）

（
飯
田
龍
太
）

父

の

王

詰

め

て

う

れ

し

き

夏

の

夜

（
文
集

「
こ
だ
ま
」
よ
り
）

１

句
材
を
探
そ
う

家
族
の
様
子
、
部
活
の
印
象
、
学
校
行
事
や
旅
行
の
思
い
出
な
ど
、
身

夏
休
み
。
い
つ
も
は
仕
事
で
忙
し
い
父
も
、
今
夜
は
久
し
ぶ
り
に
将
棋

の
回
り
か
ら
題
材
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
具
体
的
な
場
面
、
印
象
を
思
い
出

に
付
き
合
っ
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
「
父
の
王
」
と
い
う
五
音
の
中
に
、

し
ま
し
ょ
う
。
教
室
か
ら
見
え
る
風
景
や
友
達
の
様
子
も
俳
句
の
材
料
に

父
と
将
棋
を
さ
し
て
い
る
様
子
と
、
そ
の
勝
負
の
行
方
ま
で
ピ
シ
リ
と
表

な
り
ま
す
。
遠
足
や
写
生
会
な
ど
も
句
材
を
得
る
よ
い
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
句
全
体
が
単
純
明
快
で
、
将
棋
で
父
を
負
か
し
た
爽

快
さ
と
、
久
し
ぶ
り
に
父
と
の
ん
び
り
過
ご
す
夏
の
夜
の
喜
び
が
ス
ト
レ

２

取
材
し
な
が
ら
メ
モ
を
と
ろ
う

ー
ト
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

心
に
浮
か
ん
だ
場
面
や
感
動
を
書
き
と
め
ま
し
ょ
う
。
断
片
的
で
か
ま

物
に
即
し
た
客
観
的
な
表
現
を
心
が
け
る

(2)

い
ま
せ
ん
。
ひ
ら
め
い
た
言
葉
や
語
句
を
記
録
し
ま
し
ょ
う
。

桜

道

車

は

時

速

二

十

キ

ロ
（
文
章

「
こ
だ
ま
」
よ
り
）
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家
族
で
の
ド
ラ
イ
ブ
で
し
ょ
う
か
。
車
は
満
開
の
桜
並
木
の
下
に
さ
し

・

「
歳
時
記
」
を
活
用
し
、
適
切
な
季
語
を
探
し
ま
す
。
句
の
内
容

か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
桜
の
見
事
さ
を
少
し
で
も
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
お
う

に
ふ
さ
わ
し
い
季
語
を
見
つ
け
る
こ
と
は
、
句
の
内
容
を
豊
か
に
す

と
、
車
も
ノ
ロ
ノ
ロ
走
行
で
す
。
「
見
事
」
と
か
「
み
と
れ
る
」
と
い
っ

る
の
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
す
。

た
主
観
的
な
言
葉
を
使
わ
ず
、
「
時
速
二
十
キ
ロ
」
と
し
た
こ
と
で
、
そ

の
時
の
思
い
が
よ
り
鮮
明
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

◎

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
表
す
季
語
を
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

発
見
を
大
切
に
す
る

季
節

新
年

春

夏

秋

冬

(3)か
た
つ
む
り
あ
そ
こ
に
こ
こ
に
銀
の
道

年
賀
状

つ
ば
め

五
月
雨

す
す
き

大
根

（
文
集

「
こ
だ
ま
」
よ
り
）

初
夢

菜
の
花

清
水

七
夕

咳

動
物
や
虫
を
題
材
に
し
た
俳
句
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
句
は
小
さ

な
か
た
つ
む
り
の
、
そ
の
通
っ
た
跡
に
着
目
し
た
点
に
お
も
し
ろ
み
が
あ

季
語

り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
跡
は
梅
雨
の
晴
れ
間
の
日
差
し
に
キ
ラ
キ
ラ
と
光

っ
て
い
ま
す
。
日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
発
見
を
見
過
ご
さ
ず
に
一
句
の
中

に
見
事
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

次
の
こ
と
に
も
注
意
す
る

［
メ
モ
と
俳
句
］

(4)・

何
度
も
声
に
出
し
て
読
み
、
リ
ズ
ム
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

年

組

番

氏
名

・

表
記
を
工
夫
し
、
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
ロ
ー
マ
字
な
ど
、

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
句
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
ま
し
ょ
う
。

・

何
度
も
推
敲
し
ま
す
。
特
に
助
詞
の
使
い
方
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

「
も
」
に
す
る
か
、
「
は
」
に
す
る
か
ひ
と
つ
で
作
品
が
ま
っ
た
く
変

わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
順
序
を
変
え
て
み
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

ま
た
、
倒
置
法
や
比
喩
法
、
擬
人
法
、
体
言
止
め
な
ど
も
大
い
に
活

※
文
集
「
こ
だ
ま
」
の
俳
句
を
読
ん
で
参
考
に
し
よ
う
。

用
し
ま
し
ょ
う
。


