
俳
句
ポ
ス
ト
地
貌
季
語 

春 
 

令
和
七
年 

 

東
日
本 
「
し
も
つ
か
れ
」 

貴
女

あ
な
た

に
は
こ
れ
お
見
舞
と
し
も
つ
か
れ 

 
 

 
 

林
田 

燿 よ
う 

 

平
成
十
七
年
(
二
〇
〇
五
)
の
初
午

は
つ
う
ま

は
二
月
三
日
。
北
関
東
の
栃
木
県
を
中
心
に
東
北
や
関
東
の
一
部
で
、

初
午
の
日
に
作
る
郷
土
料
理
に
「
し
も
つ
か
れ
」
が
あ
る
。
気
取
ら
な
い
の
が
郷
土
料
理
と
は
い
え
、
こ
れ

は
ま
こ
と
に
ざ
ỵ
く
ば
ら
ん
。
土
地
の
に
お
い
そ
の
も
の
。
早
速
、
地
貌
季
語
に
頂
戴
し
た
。 

節
分
に
撒 ま

き
残
し
た
炒 い

り
豆 ま

め

と
正
月
の
食
べ
残
り
の
塩
鮭
の
頭
、
そ
れ
に
地
の
大
根
や
人
参
を
竹
製
の

下
ろ
し
器
(
⿁
お
ろ
し
)
で
摺 す

り
下
ろ
す
。
初
午
の
お
稲
荷
さ
ん
に
供
え
る
の
で
油
揚
げ
を
入
れ
、
酒
粕

さ
け
か
す

を

加
え
、
焦
げ
付
か
せ
な
い
よ
う
に
搔
き
混
ぜ
て
煮
る
こ
と
小
一
時
間
。
酒
や
醬
油

し
Ỹ
う
ゆ

や
塩
も
少
々
入
る
。 

初
午
の
日
に
何
軒
も
の
「
し
も
つ
か
れ
」
を
食
べ
歩
く
と
中
気

ち
ỷ
う
き

に
な
ら
な
い
と
か
、
一
年
無
病
息
災
だ
と

か
。
か
つ
て
食
べ
歩
き
は
、
厳
し
い
冬
の
暮
ら
し
で
の
相
互
扶
助
で
あ
ỵ
た
で
あ
ろ
う
。 

「
し
も
つ
か
れ
」
の
名
称
の
い
わ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
栃
木
県
な
の
で
「
下
野

し
も
つ
け

の
餉

か
れ
い

」
が
縮
ま
ỵ
た
も

の
か
。 

掲
句
は
、
作
者
に
よ
る
と
、
あ
る
年
の
初
午
に
、
絵
描
き
で
料
理
名
人
の
友
達
が
ふ
る
さ
と
の
手
料
理
を

食
べ
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
う
。
思
い
出
の
句
な
の
で
あ
る
。
作
者
は
東
京
都
在
住
。 

  

西
日
本
「
雛
荒
し
」(
ひ
な
あ
ら
し
) 

  
 

 

ど
や
ど
や
と
来
て
神
妙
に
雛
荒
し 

 
 

 
 

 

鈴
木
恵
美
子 

 

子
供
が
地
域
の
家
を
廻
る
行
事
「
粥 か

い

釣 つ
り

」
と
「
雛
荒
し
」
が
、
私
は
か
ね
て
か
ら
気
に
な
ỵ
て
い
る
。
前

者
は
、
一
月
十
四
日
に
子
供
た
ち
が
家
を
廻
り
「
か
い
つ
ỵ
と
ổ
せ
ổ
」
と
声
を
掛
け
、
粥
箸
を
贈
り
、
餅

な
ど
を
貰
う
、
四
国
の
高
知
県
各
地
に
残
る
小
正
月
の
行
事
。
後
者
は
雛
祭
の
行
事
。
そ
の
騒
ぎ
立
て
る
文

句
が
卑
猥
で
お
か
し
い
。
吉
岡
三
平
氏
に
よ
る
と
、
岡
山
地
域
で
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
(『
岡
山
歳
時
記
』

日
本
文
教
出
版
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
刊
)。
子
供
が
三
、
四
人
と
連
れ
立
ち
、
花
嫁
が
来
た
ば
か
り
の
家

と
か
、
女
子
が
生
ま
れ
た
家
に
、
初
雛
と
称
し
て
ご
馳
走
を
食
べ
に
行
く
。
家
の
戸
口
で
、「
お
ひ
な
Ỻ
あ



ら
し
に
さ
ん
じ
ỵ
た
。
チ
ン
ポ
の
さ
き
Ỻ
ね
じ
だ
い
こ
」
と
わ
め
く
。
祝
意
を
持
ỵ
た
呪

ま
じ
な

い
の
文
句
な
の

で
あ
る
。
す
る
と
、
家
の
中
か
ら
「
さ
あ
お
あ
が
り
」
と
招
か
れ
る
。
子
供
た
ち
は
座
敷
に
上
が
り
白
酒
を

飲
み
、
赤
飯
や
煮
し
め
な
ど
を
食
べ
、
さ
ら
に
次
の
家
に
行
く
。 

茨
木
和
生
氏
が
『
季
語
の
現
場
』(
富
士
見
書
房
、
平
成
十
七
年
一
月
刊
)
で
「
雛
荒
し
」
を
取
り
上
げ

ら
れ
、
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
早
く
は
山
本
健
吉
氏
が
『
カ
ラ
ổ
図
説
日
本
大
歳
時
記
・
春
』(
講
談

社
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
刊
)
の
「
雛
祭
」
の
傍
題
に
「
雛
荒
し
」
を
上
げ
て
い
る
が
、
茨
木
さ
ん
の
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
さ
み
し
い
。 

掲
句
は
、
子
供
の
雛
荒
し
の
様
子
を
メ
リ
ハ
リ
あ
る
表
現
描
い
た
端
的
な
作
。
作
者
は
岡
山
県
出
身
。 

    
 

出
典 

 
 

 
 

ゆ
た
か
な
る
季
語 

こ
ま
や
か
な
日
本 

 

宮
坂
静
生(

岩
波
書
店) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

語
り
か
け
る
季
語 

ゆ
る
や
か
な
日
本 

 

宮
坂
静
生
(
岩
波
書
店
) 

 
 



俳
句
ポ
ス
ト
地
貌
季
語 

夏 
 

令
和
七
年 

 

東
日
本 
「
朴
葉
飯
」(
ほ
お
ば
め
し
) 

  
 

 

朴
葉
飯
顔
を
埋
め
て
頬
張
れ
る 

 
 

 

藤
浦
昭
代 

  

朴
の
葉
の
用
途
は
広
い
。
初
夏
の
朴
青
葉
に
ま
る
め
餅
を
包
ん
だ
朴
葉
巻
(
朴
葉
餅
と
も
)
は
木
曾
の
名

物
。
す
で
に
『
語
り
か
け
る
季
語 
ゆ
る
や
か
な
日
本
』
で
紹
介
し
た
。
朴
の
葉
に
味
噌
を
包
む
。
あ
る
い

は
乾
か
し
た
朴
落
葉
を
皿
と
し
て
炭
火
の
上
で
朴
葉
味
噌
を
愉
し
む
。
飛
騨
高
山
な
ど
の
も
の
が
名
高
い
。 

 

朴
青
葉
に
ご
飯
を
包
む
の
が
朴
葉
飯
。
北
国
の
金
沢
、
能
登
、
富
山
、
福
井
な
ど
の
山
村
で
は
五
月
か
ら

六
月
に
か
け
、
田
植
の
頃
に
つ
く
ら
れ
る
。
採
り
た
て
の
朴
葉
を
広
げ
、
砂
糖
を
ま
ぶ
し
た
黄
粉

き
な
こ

を
敷
く
。

そ
の
上
に
炊
い
た
ば
か
り
の
熱
い
ご
飯
を
置
き
、
四
方
か
ら
畳
む
よ
う
に
包
む
。
ご
飯
に
黄
粉
が
な
じ
む
。

朴
の
葉
が
も
つ
香
気
が
、
や
さ
し
い
素
朴
な
味
を
醸 か

も

す
。
そ
れ
に
煮
物
を
添
え
て
、
重
箱
に
詰
め
、
田
植
時

の
昼
餉

ひ
る
げ

や
こ
び
る
(
小
昼
)
に
出
す
。
畦 あ

ぜ

や
堤
に
広
げ
て
み
ん
な
で
食
べ
る
。
こ
の
上
な
い
幸
せ
を
感
じ
た

ひ
と
と
き
で
あ
ỵ
た
。 

 

朴
葉
飯
は
田
植
時
ば
か
り
で
な
く
、
初
夏
に
客
の
接
待
用
に
用
意
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。 

 

掲
句
は
、
朴
葉
飯
の
う
ま
さ
を
ユ
ổ
モ
ラ
ス
に
詠
う
。「
ほ
お
ば
」
の
く
り
返
し
が
お
か
し
い
。
作
者
は

金
沢
市
在
。 

   

西
日
本 

「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」 

  
 

 

黒
潮
に
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
山
照
ら
ふ 

 
 

小
山
舜
輔 

  

別
名
が
「
な
ん
じ
Ỷ
も
ん
じ
Ỷ
」。
モ
ク
セ
イ
科
の
落
葉
高
木
で
、
高
さ
は
三
十
メ
ổ
ト
ル
に
も
な
る
。

自
生
地
と
し
て
名
高
い
の
が
対
馬
。
島
の
北
部
の
鰐 わ

に

浦 う
ら

で
は
ひ
と
山
が
ひ
と
つ
ば
た
ご
に
覆
わ
れ
、
五
月
中

旬
に
は
円
錐

え
ん
す
い

花
序
を
な
す
雪
の
よ
う
な
白
く
細
い
花
が
咲
く
。
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ひ

と
つ
ば
た
ご
祭
が
あ
る
の
も
そ
の
頃
で
あ
る
。 

 

中
国
大
陸
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
に
生
え
る
が
、
日
本
で
は
自
生
地
が
対
馬
の
ほ
か
、
愛
知
、
岐
阜
、
三
重
、

⾧
野
に
限
ら
れ
て
お
り
、
珍
し
い
木
な
の
で
、
正
体
が
判
ら
な
い
ま
ま
、「
な
ん
じ
Ỷ
こ
り
Ỷ
」
と
い
う
意



味
の
変
な
名
が
付
い
た
ら
し
い
。
明
治
神
宮
外
苑
の
南
西
の
隅
、
六
道
の
辻
に
は
江
戸
十
題
か
ら
植
え
ら
れ

て
お
り
、
通
称
が
「
六 ろ

く

道
木

ど
う
ぼ
く

」。 

 

「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」
は
尾
張
の
本
草
学
者
水
谷
豊 ほ

う

文 ぶ
ん

が
名
付
け
た
も
の
。「
た
ご
」
は
ト
ネ
リ
コ
の
方
言
。

ト
ネ
リ
コ
が
七
枚
の
小
葉
を
も
つ
複
葉
な
の
に
対
し
、
単
葉
の
ト
ネ
リ
コ
の
意
か
ら
「
一
葉

ひ
と
つ
ば

た
ご
」
と
称
し

た
。 

 

掲
句
の
作
者
は
対
馬
の
人
。
黒
潮
の
海
照
に
ひ
と
山
の
ひ
と
つ
ば
た
ご
が
一
斉
に
開
く
。
わ
が
郷
土
の
美

し
い
五
月
を
讃
え
た
の
で
あ
る
。 

  

出
典 

 
 

 
 

ゆ
た
か
な
る
季
語 

こ
ま
や
か
な
日
本 

 

宮
坂
静
生(

岩
波
書
店) 

 
 

 
 

 
 

 

語
り
か
け
る
季
語 

ゆ
る
や
か
な
日
本 

 
宮
坂
静
生
(
岩
波
書
店
) 

 
 



俳
句
ポ
ス
ト
地
貌
季
語 

秋 
 

令
和
七
年 

 

東
日
本 
「
継
子
の
尻
拭
」(
ま
ま
こ
の
し
り
ぬ
ぐ
い
) 

  
 

 

身
を
孕 は

ら

む
木
曾
の
ま
ま
子
の
尻
ぬ
ぐ
ひ 

 
 

中
島
畦
雨 

  

幼
子
の
虐
待
が
日
常
の
話
題
と
な
る
ば
か
り
か
、
実
子
ま
で
平
気
で
殺
害
す
る
異
常
な
こ
と
が
し
ば
し

ば
起
こ
ỵ
て
い
る
。
そ
ん
な
現
代
に
暮
ら
し
て
い
る
と
「
継
子
の
尻
拭
」
く
ら
い
で
は
驚
か
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
が
、
秋
の
植
物
名
に
し
て
は
残
酷
な
名
が
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
。 

 

継
子
の
尻
拭
は
タ
デ
科
の
蔓 つ

る

性
の
一
年
草
。
一
メ
ổ
ト
ル
余
り
で
山
野
や
水
辺
に
生
え
る
。
細
茎
に
棘 と

げ

が

下
向
き
、
逆
に
付
く
。
葉
は
三
角
で
あ
る
が
、
葉
裏
や
葉
柄
に
も
同
様
な
棘
が
あ
る
。
梅
雨
の
頃
か
ら
十
月

く
ら
い
ま
で
淡
紅
色
の
米
花
が
咲
き
、
秋
に
は
短
い
穂
状
の
実
が
な
る
。 

 

か
つ
て
紙
は
貴
重
な
も
の
で
、
継
子
に
は
用
達

よ
う
た
し

の
後
、
紙
を
与
え
な
い
で
、
草
で
尻
を
吹
か
せ
た
の
で
名

が
付
い
た
も
の
。
同
じ
タ
デ
科
の
蔓
草
に
「
秋
の
鰻
摑

う
な
ぎ
つ
か

み
」
が
あ
る
。
継
子
の
尻
拭
と
同
じ
よ
う
に
茎
や

葉
に
棘
が
あ
り
、
ぬ
る
ぬ
る
し
た
鰻
を
摑
む
に
は
も
ỵ
て
こ
い
だ
と
い
う
。
こ
れ
も
な
ん
と
即
物
的
な
名
が

付
い
た
も
の
か
。 

 

掲
句
は
、
土
の
匂
い
が
す
る
見
事
な
地
貌
詠
。
秋
早
い
木
曾
で
は
継
子
の
尻
拭
が
い
ち
早
く
実
を
孕
ん
だ

と
い
う
。
擬
人
化
が
巧
い
。
作
者
は
木
曾
の
入
り
口
、
塩
尻
市
在
住
。 

  

西
日
本 

「
ケ
ベ
ス
祭
」(
ケ
ベ
ス
さ
い
) 

  
 

 

ケ
ベ
ス
舞
う
火
に
惚 ほ

れ
ら
れ
て
ふ
く
ら
脛 は

ぎ 
 

 

河
野
輝
暉

こ
う
の
て
る
あ
き 

  

国
東

く
に
さ
き

半
島
の
火
祭
で
あ
る
。
大
分
県
国
東
市
国
見
町
櫛
来

く
し
き

の
岩
倉
八
幡
社
で
、
十
月
十
四
日
の
夜
、「
ケ

ベ
ス
祭
」
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
ケ
ベ
ス
の
い
わ
れ
は
語
順
を
変
え
た
説
な
ど
の
ほ
か
、
諸
説
あ
る
が
、

わ
か
ら
な
い
。 

 

「
ケ
ベ
ス
」
役
は
ひ
と
り
。
地
域
の
十
の
集
落
か
ら
毎
年
交
代
で
選
ば
れ
る
。
潮
掻

し
お
か

き
と
称
す
る
七
日
間



の
潔
斎

け
ỵ
さ
い

を
し
て
、
麻
の
白
装
束
に
「
ケ
ベ
ス
面
」
を
初
め
て
付
け
る
。
面
は
鼻
が
潰 つ

ぶ

れ
、
目
は
段
違
い
の
ペ

ổ
ソ
ス
に
満
ち
た
奇
怪
な
面
。
神
主
の
合
図
で
ケ
ベ
ス
が
社
殿
を
下
り
る
と
、
境
内
の
庭
に
積
ま
れ
た
枯
れ

羊
歯

し

だ

に
点
火
さ
れ
る
。 

 

御
練
り
行
列
が
火
を
回
り
始
め
る
。
鉦 か

ね

や
太
鼓
が
鳴
り
、
笛
が
吹
か
れ
る
。
突
然
、
ケ
ベ
ス
が
火
を
目
が

け
て
突
進
し
、
そ
れ
を
阻
も
う
と
す
る
白
装
束
の
「
ト
ウ
バ
」(
当
場
)
と
互
い
に
棒
で
争
う
。
こ
の
交
互

の
突
進
・
阻
止
の
繰
り
返
し
に
祭
は
昂
揚

こ
う
よ
う

す
る
。
火
祭
の
火
の
粉
を
浴
び
る
と
無
病
息
災
の
御
利
益
が
あ
る

と
か
。 

 

掲
句
は
、
火
に
飛
び
込
ん
だ
ケ
ベ
ス
の
躍
動
の
さ
ま
を
描
く
。
纏 ま

と

い
つ
く
火
を
「
火
に
惚
れ
ら
れ
て
」
と

は
面
白
い
。
作
者
は
大
分
県
国
東
市
在
住
。 

 

出
典 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

語
り
か
け
る
季
語 

ゆ
る
や
か
な
日
本 

 

宮
坂
静
生
(
岩
波
書
店
) 

 
 

 
 

 
 

 

ゆ
た
か
な
る
季
語 

こ
ま
や
か
な
日
本 

 

宮
坂
静
生(

岩
波
書
店) 

 
 



俳
句
ポ
ス
ト
地
貌
季
語 

冬 
 

令
和
七
年 

 

東
日
本 
「
気
嵐
」(
け
あ
ら
し
) 

  
 

昇
る
旭 ひ

を
待
つ
気
嵐
の
船
灯
り 

 
 

 

深
谷
雄
大 

  

冬
の
霧
を
い
う
。
北
海
道
の
漁
師
が
使
い
始
め
た
方
言
が
今
で
は
日
本
海
沿
岸
の
富
山
辺
り
ま
で
使
わ

れ
て
い
る
。
気
象
学
的
に
は
蒸
気
霧
と
呼
び
、
冬
の
海
面
や
川
面
に
発
生
す
る
。 

 

夜
間
に
冷
え
込
み
が
厳
し
い
朝
、
陸
の
寒
気
が
海
上
に
流
れ
出
て
海
面
の
水
蒸
気
を
冷
や
し
て
で
き
る

濃
い
霧
を
呼
ん
で
い
る
。
氷
点
下
二
十
度
と
も
な
る
と
気
温
と
海
水
温
度
と
の
差
が
大
き
く
な
り
、
釧
路
で

は
弱
い
北
東
の
風
が
吹
く
朝
に
発
生
し
や
す
い
と
い
う
。 

 

富
山
湾
で
も
立
山
連
峰
か
ら
昇
る
朝
日
に
海
面
の
水
蒸
気
が
輝
き
幻
想
的
な
光
景
を
見
せ
、
冬
の
風
物

詩
に
な
ỵ
て
い
る
。
気
温
が
上
が
る
と
間
も
な
く
消
え
る
が
、
気
嵐
が
立
ỵ
た
日
中
は
晴
れ
る
の
で
、
漁
師

は
漁
日
和
と
歓
迎
す
る
。 

 

掲
句
は
、
濃
い
気
嵐
が
立
ち
籠
め
る
寒
々
と
し
た
日
の
出
前
の
景
を
描
く
。
停
泊
し
て
い
る
船
は
み
か
ん

色
の
灯
を
と
も
し
て
い
る
。
地
貌
に
根
ざ
し
た
珍
し
い
光
景
だ
。
作
者
は
旭
川
在
住
。 

  

西
日
本 

「
寒
緋
桜
」(
か
ん
ひ
ざ
く
ら
) 

  
 

 

寒
緋
桜
岐
路
に
立
つ
身
の
透
き
と
お
る 

 
 

 

久
手

く

で

堅 け
ん

倫
子

り
ん
こ 

  

真
冬
に
咲
く
沖
縄
の
桜
で
あ
る
。
鮮
や
か
な
花
の
色
は
桃
の
花
よ
り
も
色
濃
く
、
臙
脂

え
ん
じ

色
。
釣
鐘
状
に
下

を
向
い
て
咲
く
。
花
は
五
弁
。
散
り
際
に
特
徴
が
あ
り
、
房
ご
と
落
ち
る
。 

 

沖
縄
人
が
さ
く
ら
と
い
え
ば
、
こ
れ
。
か
つ
て
「
緋 ひ

寒 か
ん

桜
ざ
く
ら

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
本
土
の
彼
岸

ひ
が
ん

桜
ざ
く
ら

と

呼
称
が
間
違
え
ら
れ
る
の
で
、
上
掲
の
よ
う
に
な
ỵ
た
由
。
沖
縄
本
島
の
北
で
は
一
月
上
旬
に
開
き
は
じ
め
、

十
日
か
ら
二
十
日
か
か
ỵ
て
徐
々
に
咲
き
、
満
開
は
下
旬
。
名
護
城
址
の
桜
ま
つ
り
が
一
月
と
い
う
の
も
ま

こ
と
に
南
島
で
あ
る
。
南
の
石
垣
島
で
は
二
月
上
旬
が
満
開
と
い
う
。 

 

『
沖
縄
俳
句
歳
時
記
』(
沖
縄
俳
句
研
究
会
編
)
に
は
寒
緋
桜
の
傍
題
に
「
緋
桜
・
島
桜
・
寒
桜
」
な
ど

も
揚
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
熱
海
で
見
ら
れ
る
「
寒
桜
」
は
寒
緋
桜
と
山
桜
の
交
配
種
で
、
花
は
淡
紅
色
、
一

重
咲
き
で
あ
る
。 

 

「
庭
埋
め
し
寒
緋
桜
は
一
樹
な
り
」(
安
次
富
順
子
)
と
い
う
句
が
あ
る
。
私
が
先
年
、
那
覇
の
公
園
で



見
た
寒
緋
桜
も
見
事
に
繁
茂
し
て
い
た
。
山
之
口
獏
の
詩
碑
が
あ
ỵ
た
。
今
で
も
鮮
や
か
に
桜
と
詩
碑
が
目

に
浮
か
ぶ
。 

 

掲
句
は
、
寒
緋
桜
の
鮮
や
か
な
花
に
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
身
が
透
明
に
な
る
と
き
、
人
は
成

⾧
す
る
。
作
者
は
沖
縄
県
出
身
。 

  

出
典 

 
 

 

語
り
か
け
る
季
語 

ゆ
る
や
か
な
日
本 

 

宮
坂
静
生
(
岩
波
書
店
) 


