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戦
後
台
湾
の
日
本
語
文
学	

|
黄
霊
芝
�
自
選
百
句
�
の
表
現
|	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

下
岡	

友
加	

	

は
じ
め
に 

	

黄
霊
芝
�
本
名	

黄
天
驥
�
一
九
二
八
|
二
〇
一
六
�
は
�
創
立
�
一
九
七
〇

年
�
か
ら
自
身
の
死
去
ま
で
四
六
年
に
わ
た
っ
て
台
北
俳
句
会
の
主
宰
を
つ
と
め

た
俳
人
・
作
家
で
あ
り
�
戦
後
台
湾
の
日
本
語
文
学
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
っ

た
�
１
�

�
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�(

言
叢
社
�
二
〇
〇
三
・
四
�

の
功
績
に
よ
り
�
二
〇
〇
四
年
第
三
回
正
岡
子
規
国
際
俳
句
賞
を
受
賞
し
て
い

る
�	

	

黄
は
�
日
本
文
で
表
現
し
易
い
主
題
を
日
本
文
で
取
り
扱
い
�
ス
ペ
イ
ン
文
に

適
す
る
主
題
を
ス
ペ
イ
ン
文
で
書
く
�
こ
う
云
う
使
い
分
け
が
出
来
れ
ば
文
芸
は

も
っ
と
完
璧
に
な
る
性
質
の
も
の
�
だ
と
し
�
そ
れ
を
な
し
え
な
い
で
い
る
の
は

｢

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
文
芸
家
の
恥｣

だ
と
述
べ
て
い
る
�
２
�

�
こ
の
よ
う
な
�
グ

ロ
�
バ
ル
な
言
語
観
�(

フ
ェ
イ
・
阮
・
ク
リ
�
マ
ン
�
３
�)

の
持
ち
主
で
あ
る
黄

は
�
実
際
に
日
本
統
治
下
台
湾
で
身
に
つ
け
た
日
本
語
�
戦
後
の
公
用
語
で
あ
る

中
国
語
�
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
言
語
を
跨
い
で
作
品
を
遺
し
て
い
る
�
ま
た
�

彼
の
も
の
し
た
創
作
ジ
ャ
ン
ル
も
詩
�
小
説
�
短
歌
�
川
柳
�
童
話
�
論
説
と
多

岐
に
わ
た
る
が
�
最
後
ま
で
手
放
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
が
俳
句
で
あ
る
�

二
〇
歳
で
結
核
を
病
み
�
一
六
年
間
の
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
黄
は
�
同
じ
く

結
核
と
闘
っ
た
明
治
の
俳
人
�
正
岡
子
規
へ
の
共
感
を
語
り
�｢

た
っ
た
一
七
文
字

で
表
現
す
る
俳
句
の
世
界
は
�
何
年
た
っ
て
も
究
め
尽
く
せ
な
い
�
と
述
べ
て
い

る
�
４
�

�
黄
の
俳
句
歴
は
�
一
九
五
六
年
二
八
歳
時
の
台
北
相
思
樹
会
参
加
に
ま

で
遡
れ
ば
六
〇
年
に
及
ぶ
が
�
磯
田
一
雄
は
�
長
期
に
わ
た
る
黄
の
俳
句
の
展
開

を
次
の
四
期
に
分
類
し
た
�
５
�

�	

	

第
Ⅰ
期
|
�
黄
霊
芝
作
品
集
②
�(

一
九
七
一
年)

に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
段

階	

第
Ⅱ
期
|
実
験
的
試
み
の
著
し
い
段
階
�
一
九
七
〇
年
代
後
半
�
一
九
八
〇

年
代
�	

第
Ⅲ
期
|
台
湾
季
語
と
湾
俳
の
確
立
に
至
る
段
階
�
一
九
九
〇
年
代
�
二
〇

〇
三
年
�	

第
Ⅳ
期
|
正
岡
子
規
国
際
俳
句
賞
受
賞
�
二
〇
〇
三
年
一
一
月
�
以
後	

	
	
	

※
引
用
者
注	

正
し
く
は
二
〇
〇
四�
年
一
一
月
以
後	
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右
の
よ
う
な
変
遷
は
台
北
俳
句
会
創
立
以
来
�
今
日
ま
で
年
一
回
刊
行
さ
れ
て

い
る
�
台
北
俳
句
集
�
に
確
認
で
き
る
�
加
え
て
�
黄
に
は
個
人
的
な
作
品
集
や

姉
と
の
合
同
俳
句
集
も
あ
り
�
二
千
七
百
句
余
り
が
公
に
さ
れ
て
い
る
が
�
彼
の

俳
句
活
動
の
掉
尾
を
飾
る
も
の
と
し
て
�
死
の
前
年
�
二
〇
一
五
年
�
に
日
本
で

刊
行
・
発
表
さ
れ
た
�
自
選
百
句｣

�
６
�

が
あ
る
�
黄
は
晩
年
�｢

俳
句
は
日
本
の

先
生
が
開
拓
し
た
分
野
だ
け
ど
�
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
�
と
い

う
気
持
ち
が
あ
る｣

(

二
〇
一
三
・
七
・
一
四
イ
ン
タ
ヴ
ュ
�
�
７
�

�
と
語
っ
て
い

た
が
�
彼
は
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
俳
句
観
に
行
き
着
い
た
の
だ
ろ
う
か
�
黄
に

と
っ
て
最
後
の
仕
事
と
も
言
う
べ
き
�
自
選
百
句
�
に
関
す
る
検
討
は
未
だ
行
わ

れ
て
い
な
い
�
本
稿
は
�
戦
後
台
湾
を
代
表
す
る
俳
人
・
黄
の
俳
句
理
念
や
特
徴

を
�
自
選
百
句
�
の
内
容
・
表
現
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
�	

一
�
自
選
百
句
�
の
出
自 

	

ま
ず
�｢

自
選
百
句｣

の
出
自
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
�
選
ば
れ
た
句

の
初
出
�
既
出
�
は
�
本
稿
末
尾
に
揚
げ
た
別
表
１
�
黄
霊
芝
�
自
選
百
句
�
初

出
・
既
出
一
覧
�
の
通
り
で
あ
る
�
こ
の
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
�｢

自
選
百
句
�

は
�
二
〇
一
〇
年
刊
行
の
�
台
北
俳
句
会
40
周
年
紀
念
集
�(

以
下
�
40
周
年
紀

念
集
�
と
略
記
�
収
録
句
を
特
に
前
半
に
集
中
し
て
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
い
る

(

�
40
周
年
紀
念
集
�
収
録
の
全
30
句
中
�
27
句
が
�
自
選
百
句
�
に
採
用)

�

同
時
に
そ
れ
ら
の
句
の
多
く
は
�
�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
15
�(

二
〇
〇
〇
・
一
二)

�

�
同
巻
20
�(

二
〇
〇
三
・
一
二)

�
�
台
北
俳
句
集
31
集
�(

二
〇
〇
三
・
八
�

等
に
も
収
録
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
�
黄
は
こ
の
二
〇
〇
〇
�
二
〇
〇
三
年
段

階
で
の
自
身
の
代
表
作
を
�
二
〇
一
五
年
時
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
高
く
評
価

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
�
磯
田
は
二
〇
〇
〇
年
を
黄
霊
芝
俳
句
の
完
成

時
期
と
み
て
い
る
が
�
８
�

�
黄
自
身
も
ほ
ぼ
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
�	

  

た
だ
し
�
百
句
全
体
の
初
出
年
代
を
確
認
す
る
と
�
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
発
表

さ
れ
た
句
が
45
句
あ
る
と
と
も
に
�
二
〇
〇
〇
年
以
前
に
既
に
発
表
さ
れ
て
い
た

も
の
も
44
句
あ
る
�
さ
ら
に
�
そ
の
二
〇
〇
〇
年
以
前
の
初
出
句
を
年
代
ご
と
に

み
る
と
�
一
九
七
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
句
が
14
句
�
一
九
八
〇
年
代
が
15
句
�

一
九
九
〇
年
代
が
14
句
あ
り
�
一
〇
年
ご
と
に
ほ
ぼ
等
し
く
句
が
選
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
�
す
な
わ
ち
�｢

自
選
百
句
�
は
黄
の
長
い
俳
句
歴
を
で
き
る
だ

け
ま
ん
べ
ん
な
く
網
羅
す
る
よ
う
な
配
慮
の
上
�
編
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
�	

	

な
お
�
既
出
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
11
句
あ
り
�
こ
れ
ら
は
�
自
選
百

句
�
が
発
表
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
段
階
に
お
け
る
新
し
い
句
と
考
え
ら
れ
る
�
二

〇
〇
〇
�
二
〇
〇
三
年
を
一
つ
の
完
成
の
区
切
り
と
し
な
が
ら
も
�
黄
の
創
作
�

模
索
は
そ
の
死
の
直
前
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
も
�
自
選
百
句
�
は
あ
か

す
� 

二 

リ
ズ
ム 

|
破
調
の
所
以
| 

	
｢

自
選
百
句｣

の
前
に
置
か
れ
て
い
る
評
論
�｢

は
じ
め
に｣

�
に
お
い
て
�
黄
は

｢

五
七
五
に
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
っ
て
も
�
そ
れ
で
は
五
七
五
以
外
に
は
リ
ズ
ム

が
な
い
の
か
�
と
い
う
問
題
に
出
く
わ
し｣

�｢

真
実
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
音
色

－ 20 －
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に
は
あ
ら
ゆ
る
音
色
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
考
え
る
方
が
正
し
い
だ
ろ
う｣

と
�
五

七
五
は
俳
句
の
�
定
義
で
は
な
い
�
こ
と
を
論
じ
て
い
る
�
同
様
の
主
張
は
�
定

型
に
さ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
�｢

究
極
的
に
は
芸
は
天
衣
無
縫
で
あ

り
た
い
と
思
っ
て
い
る
に
違
い
な
く
�
定
型
に
よ
る
束
縛
は
�
云
々
然
々
を
賄
う

ほ
ど
の
資
格
を
も
ち
は
し
な
い｣

�
９
�

と
従
来
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
�	

	

実
際
の
�
自
選
百
句
�
に
お
け
る
自
由
律
俳
句
は
７
句
で
あ
り
�
他
93
句
は
定

型
句
で
あ
る
�
字
余
り
は
一
部
に
見
ら
れ
る)

�
９
割
以
上
が
定
型
句
で
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
�
黄
は
定
型
の
有
効
性
を
決
し
て
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
�

で
は
�
例
外
的
に
破
調
が
ゆ
る
さ
れ
た
句
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
�
ま
ず
�
自

選
百
句
�
第
一
句
目
が
�
次
の
よ
う
な
自
由
律
で
あ
る
�	

１	

初
蟬
に
雨
�
雨
�
雨
�
雨	

�
数
字
は
百
句
中
の
掲
載
順
を
あ
ら
わ
す
た

め
に
引
用
者
が
付
し
た
も
の
�
以
下
同
様
�	

	

定
型
リ
ズ
ム
を
破
っ
て
い
る
�
雨
�
雨
�
雨
�
雨
�
の
表
現
は
�
雨
が
決
し
て

一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
�
し
ば
ら
く
降
り
続
い
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
�
ま
た
�｢

雨｣

と
い
う
漢
字
自
体
の
象
形
並
び
に
三
つ
の
読
点
の
か
た
ち
自
体

が
�
雨
の
滴
を
視
覚
的
に
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
�
夏
の
到
来
を
告
げ

る
初
々
し
い
蟬
の
声
が
聴
け
た
と
思
い
き
や
�
そ
こ
に
容
赦
な
く
雨
が
降
り
続
い

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
�
そ
の
よ
う
な
雨
の
過
剰
�
非
情
を
あ
ら
わ
す
の
に
雨

三
つ
で
は
足
り
ず
�
四
つ
の
繰
り
返
し
及
び
読
点
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
よ
う
�
破
調
は
そ
の
結
果
と
し
て
あ
る
�
雨
中
で
自
身
の
登
場
を
知
ら
せ
る

が
ご
と
く
懸
命
に
啼
く
蟬
の
健
気
な
様
子
と
�
そ
ん
な
蟬
へ
の
愛
し
さ
�
慈
し
み

が
感
じ
ら
れ
る
句
で
あ
る
�
続
く
�
自
選
百
句
�
第
二
句
目
も
蟬
句
・
自
由
律
で

あ
る
�	

２	

蟬
閉
ざ
す
教
室
の
窓
一
�
二
�
三
�
四
�
五･

･
･	

	

こ
の
２
の
句
に
関
し
て
は
説
明
が
付
さ
れ
て
お
り
�｢

そ
も
そ
も
教
室
の
窓
は

偶
数
個
あ
る
も
の
だ
�
ゆ
え
に
一
�
二
�
三
�
四
�
五
�
六
で
な
い
と
辻
褄
が
合

わ
な
い
�
だ
が
違
う
の
だ
�
件
の
蟬
�
窓
が
五
つ
閉
ざ
さ
れ
た
時
点
で
教
室
か
ら

す
で
に
脱
出
し
て
い
た･

･
･｣

と
あ
る
�
仮
に
定
型
の
リ
ズ
ム
に
則
れ
ば
�
下
五
を

｢

一
�
二
�
三｣

の
五
音
で
と
ど
め
て
お
く
と
い
う
方
法
も
あ
り
え
た
�
し
か
し
�

そ
れ
で
は
蟬
を
め
ぐ
る
教
室
内
の
騒
動
�
劇
�
と
し
て
の
動
き
と
時
間
が
不
足
す

る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
�
な
お
�
こ
の
句
の
場
合
�
上
五
中
七
は
守
ら
れ

て
お
り
�
下
五
も
仮
に
中
国
語
音
で
読
め
ば
調
子
は
ほ
ぼ
定
型
に
近
い
句
と
な

る)

�	

	

こ
の
句
の
初
出
は
�
蟬
閉
ざ
す
教
室
の
窓
一
�
二
三
四
五
六
�(

�
黄
霊
芝
作
品

集
巻
20
�
二
〇
〇
三
・
一
二
�
�
40
周
年
紀
念
集
�
二
〇
一
〇
・
一
二)

で
あ
る
�

窓
が
す
べ
て
閉
め
ら
れ
�
蟬
が
教
室
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
初
出
形
よ
り

も
�
生
徒
や
教
師
の
意
に
反
し
て
蟬
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
２
の
句
の
方

が
�
よ
り
印
象
深
く
余
韻
を
残
す
も
の
と
言
え
よ
う
�
ま
た
�
２
で
は
新
た
に
読

点
が
三
つ
加
え
ら
れ
�
窓
が
順
に
閉
め
ら
れ
て
い
く
様
子
が
�
よ
り
動
的
に
リ
ズ

ミ
カ
ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
�
さ
ら
に
�
句
の
末
尾
の
�･

･
･

�
が
窓
か
ら
逃
げ
出

し
た
瞬
間
の
蟬
の
軌
跡
や
�
蟬
を
失
っ
た
教
室
の
喪
失
感
�
失
望
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
読
め
る
�
こ
の
句
も
定
型
を
あ
え
て
破
る
こ
と
で
内
容
的
に
よ
り
豊
か
な

詩
的
世
界
を
生
ん
で
い
る
�
そ
の
他
の
�
自
選
百
句
�
の
自
由
律
に
は
�
次
の
よ

う
に
漢
詩
の
対
句
を
思
わ
せ
る
�
二
物
を
並
列
さ
せ
た
構
成
の
句
が
あ
る
� 
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８	

一
丁
目
一
番
地	

大
鉄
門
に
御
所
桜	

９	
表
門
ブ
�
ゲ
ン
ビ
リ
ア
裏
備
へ
イ
カ
ダ
カ
ズ
ラ	

	

８
は
�
は
じ
ま
り
の
地
番
と
門
と
桜
と
い
う
モ
ノ
を
並
べ
た
に
過
ぎ
な
い
句
で

あ
る
が
�
い
か
め
し
い
門
構
え
を
持
つ
邸
内
に
�
由
緒
あ
る
堂
々
と
し
た
桜
が
豊

か
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
様
子
が
想
起
さ
れ
る
�
各
単
語
の
頭
に
置
か
れ
た
�
一
�

｢

一｣

�
大
�｢

御
所
�
と
い
う
語
の
担
う
イ
メ
�
ジ
が
効
果
的
に
作
用
し
て
い
よ
う
�

９
は
家
の
表
と
裏
に
植
え
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
植
物
�
原
種
は
同
じ
�
か
ら
�
住

居
に
も
華
や
か
な
�
表
の
顔
�
と
�
防
犯
に
重
き
を
置
く
�
裏
の
顔
�
の
両
面
が

あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
句
で
あ
る
�
視
覚
的
に
も
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
の
対
照

が
効
い
て
い
る
�
合
理
的
・
機
能
的
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
植
物
と
人
と
の
共
存
の

佇
ま
い
に
美
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
�	

	

黄
は
�
俳
句
は
�
二
つ
の
物
�
で
つ
く
る
詩
な
の
で
あ
る
�
�

10
�

�｢

詩
は
基
本

的
に
は
二
物
の
衝
撃
に
よ
り
生
ま
れ
る｣

�

11
�
と
明
言
し
て
い
る
�
こ
の
理
念
自
体

は
極
め
て
一
般
的
な
把
握
で
あ
る
が
�
詩
を
生
み
出
す
に
必
要
な
二
物
の
取
り
合

わ
せ
に
お
い
て
�
句
全
体
を
二
分
割
し
う
る
よ
う
な
対
句
構
成
を
行
っ
て
い
る
点

に
�
日
本
の
俳
句
に
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
黄
の
独
創
が
あ
る
�
こ
の
８
�
９
や
先

の
１
は
活
用
語
を
全
く
含
ま
ず
�
名
詞
と
助
詞
の
み
か
ら
成
る
と
い
う
点
で
も
特

徴
的
な
句
で
あ
る
が
�
逆
に
�
次
の
よ
う
な
散
文
的
な
自
由
律
句
も
あ
る
�	

21	

盲
人
と
す
れ
違
っ
た
蝶
に
も
蝶
と
す
れ
違
っ
た
盲
人
に
も
一
瞬
が
あ
っ

た	

	

盲
人
と
蝶
�
両
者
が
互
い
に
互
い
を
意
識
す
る
�
す
れ
違
い
の
�
一
瞬
�
が
ス

ロ
�
モ
�
シ
ョ
ン
の
映
像
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
句
で
あ
る
�
初
出
は
散
文
詩

｢

蝶｣
(

�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
６
�
一
九
八
二
・
五)

で
あ
っ
た
が
�
そ
の
一
節
を
独

立
さ
せ
て
�
自
選
百
句
�
に
収
め
ら
れ
た
�
俳
句
の
定
型
か
ら
す
れ
ば
字
数
超
過

も
甚
だ
し
い
が
�｢

盲
人
と
す
れ
違
っ
た
蝶
に
も｣

�
蝶
と
す
れ
違
っ
た
盲
人
に
も
�

の
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
一
五
音
に
揃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
�
こ
の
21
同
様
に
�
次
の
句
も
初
出
を
散
文
詩
と
す
る
�
初
出
の
題
は
�
エ

レ
ベ
�
タ
�｣

)

�	

19	

八
階
へ
上
が
っ
て
行
っ
た
エ
レ
ベ
�
タ
�
が
な
か
な
か
十
二
階
か
ら
降

り
て
来
な
い	

	

右
の
句
に
は
�
待
つ
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
�
と
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る

が
�
誰
も
が
一
度
は
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
�
焦
れ
っ
た
い
時
間
�
思
い
が
具
体

的
な
数
字
�
階
数
�
の
提
示
に
よ
り
�
滑
稽
味
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
�
定

型
か
ら
す
れ
ば
�
こ
の
句
も
大
き
く
字
数
を
は
み
出
す
が
�｢

エ
レ
ベ
�
タ
�｣

の

直
後
で
切
っ
た
場
合
�
五
・
七
・
六
／
五
・
七
・
六
と
い
う
同
一
の
音
数
で
成
り

立
っ
て
い
る
句
で
あ
る
�｢

五
七
五
以
外
に
は
リ
ズ
ム
が
な
い
の
か｣

｢

あ
ら
ゆ
る

音
色
に
は
あ
ら
ゆ
る
音
色
の
リ
ズ
ム
が
あ
る｣

と
い
う
黄
の
主
張
は
�
右
の
よ
う

な
破
調
の
句
の
な
か
に
実
際
に
追
求
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
�
そ
の
他
の
自
由

律
�
58 

セ
ン
ノ
サ
イ
ド
千
錠
入	

ま
ま
よ
颱
兆
す
�｢

97	

ひ
そ
か
な
る
も
の
に

芽
�
芽
�
喪｣

両
句
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
�	

	

－ 22 －
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三 

季
語 

|
日
本
＋
台
湾
と
い
う
複
眼
| 

	

次
に
�
季
語
に
つ
い
て
検
討
す
る
�
百
句
中
�
無
季
俳
句
は
先
に
見
た
１
句
の

み
�｢

19	

八
階
へ
上
が
っ
て
行
っ
た
エ
レ
ベ
�
タ
�
が
な
か
な
か
十
二
階
か
ら

降
り
て
来
な
い｣

�
で
あ
る
�
黄
は
�
自
選
百
句
�
の
�
は
じ
め
に
�
で
�
季
語
の

虜
に
な
っ
て
も
お
り
ま
せ
ん
�
と
断
言
し
�
別
の
と
こ
ろ
で
も
�
季
語
と
は
一
体

何
で
あ
ろ
う
か
�
俳
句
の
季
語
|
そ
の
必
然
性
に
つ
い
て
|
結
論
か
ら
先
に
い

う
と
�
実
は
私
に
は
か
な
り
懐
疑
的
な
の
で
あ
る｣

�

12
�

と
述
べ
て
い
る
�
�
台
湾

俳
句
歳
時
記
�
の
著
者
と
は
思
え
な
い
�
季
語
に
冷
淡
な
発
言
で
あ
る
が
�
実
際

に
は
�
自
選
百
句
�
中
�
99
句
が
有
季
俳
句
で
あ
る
�
こ
の
数
的
事
実
か
ら
す
れ

ば
�
季
語
が
有
意
義
な
表
現
要
素
と
黄
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
�
ま
ず
疑
い

な
い
�
お
そ
ら
く
黄
と
し
て
は
�
季
語
と
い
う
既
存
の
こ
と
ば
に
安
易
に
寄
り
か

か
っ
て
作
句
す
る
の
で
は
な
く
�
あ
く
ま
で
自
身
の
詩
を
立
ち
上
げ
る
た
め
の
一

部(

道
具
�
と
し
て
そ
れ
を
利
用
す
べ
き
と
い
う
�
表
現
上
の
主
従
を
明
確
に
主
張

し
た
い
が
た
め
の
先
の
言
か
と
考
え
ら
れ
る
�	

	
｢

自
選
百
句｣

99
句
の
季
語
の
う
ち
�
台
湾
季
語
を
採
用
し
て
い
る
も
の
は
30

句
�
従
来
か
ら
存
す
る
日
本
季
語
を
採
用
し
た
も
の
が
69
句
で
あ
り
�
内
訳
は
別

表
２
�
季
語
の
分
布
�
の
通
り
で
あ
る
�
な
お
�
こ
こ
で
い
う
�
台
湾
季
語
�
と

は
�
�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�
所
収
の
�
台
湾
独
特
の
季
題
�
並
び
に
日
本
季
語
と

｢

名
称
は
同
じ
か
似
て
い
て
も
内
情
の
異
な
る
も
の｣

�

13
�

を
指
す
�	

	

日
本
季
語
�
特
に
夏
�
の
使
用
数
が
多
い
の
は
�
蟬
句
が
19
句
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
�
従
来
か
ら
存
す
る
季
語
の
た
め
�
日
本
季
語
と
分
類
し
て
い
る

が
�
亜
熱
帯
及
び
熱
帯
気
候
の
台
湾
で
は
�
蟬
が
日
本
同
様
�
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
に
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
�
蟬
は
先
に
も
見
た
通
り
�

｢

自
選
百
句｣

の
最
初
に
連
続
し
て
配
置
さ
れ
る
な
ど
�
黄
の
好
み
の
題
材
で
あ

る
�
蟬
は
�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
２
�(

一
九
七
一
・
一
〇
�
散
文
詩)

か
ら
と
り
あ

げ
ら
れ
て
お
り
�
そ
の
後
も
�
同
巻
６
�(

一
九
八
二
・
五
�
散
文
詩)

を
経
て
�
同

巻
20
�(

二
〇
〇
三
・
一
二)

に
は
�
蟬
三
百
句
�(

実
際
に
は
４
４
６
句
�
が
収
め

ら
れ
て
い
る
�
磯
田
は
蟬
を
�
黄
霊
芝
の
死
生
観
を
代
表
す
る
表
現
の
対
象
�
と

位
置
づ
け
て
い
る
�

14
�

�	

	

し
か
し
�｢

自
選
百
句｣

に
収
め
ら
れ
た
蟬
句
の
場
合
�
は
か
な
い
生
を
主
題
と

す
る
も
の
よ
り
も
滑
稽
句
の
採
用
の
方
が
目
立
つ
�
た
と
え
ば
�｢

３	

山
さ
来
て

蟬
な
ん
知
ら
ぬ
ギ
タ
�
掻｣

�｢

22	
	

岩
あ
り
て
蟬
ゐ
て
芭
蕉
ど
こ
か
に
居｣

��
25	

	

耳
に
蟬
マ
ラ
ソ
ン
走
者
走
ら
ね
ば
�
な
ど
で
あ
る
�
逆
に
�
�
台
北
俳
句
集
29
集
�

(

二
〇
〇
二
・
一)

及
び
�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
20
�(

二
〇
〇
三
・
一
二)

に
と
も
に

収
め
ら
れ
て
い
た
�
手
に
蟬
を
握
る
は
命
握
り
け
り
�｢

空
蟬
の
朽
葉
湿
り
の
中
の

墓
所｣

な
ど
�
蟬
を
通
じ
て
直
接
的
に
死
生
観
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
句
は
�
自
選
百

句
�
に
選
ば
れ
て
い
な
い
�	

	

蟬
句
以
外
に
も
�
二
〇
一
五
年
発
表
時
の
新
し
い
句
は
�
20  

父
ち
ゃ
ん
じ
ゃ

な
い
ん
だ
っ
て
ば
守
宮
の
死
�
�｢

33  

男
ゐ
て
呼
べ
ば
キ
ツ
ネ
や
峠
茶
屋｣

��
47  

ガ
�
リ
ッ
ク
洋
語
は
臭
く
な
か
り
け
り
�
�｢

58  

セ
ン
ノ
サ
イ
ド
千
錠
入	

ま

ま
よ
颱
兆
す｣

�｢

60  

神
豚
も
義
民
の
裔
も
福
の
相｣

�｢

64  

入
婿
も
蟬
も
な
か

な
か
夕
暮
れ
ず｣

�｢

72  

四
月
馬
鹿
し
し
ゃ
も
は
オ
ス
も
身
籠
も
れ
る｣

な
ど
と
�

多
く
が
滑
稽
的
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
�｢

自
選
百
句｣

を

よ
む
黄
の
俳
句
観
自
体
が
�
端
正
で
真
面
目
な
句
よ
り
も
�
諧
謔
性
を
持
つ
句
の

方
を
優
先
さ
せ
る
価
値
観
の
な
か
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
�	

	

な
お
�
初
出
と
比
較
し
た
際
�
日
本
季
語
か
ら
台
湾
季
語
�
逆
に
台
湾
季
語
か

ら
日
本
季
語
に
改
め
ら
れ
た
も
の
が
確
認
で
き
る
�
ま
ず
�
日
本
季
語
↓
台
湾
季

－ 23 －



 

- 24 -	

語
に
改
稿
さ
れ
た
の
は
次
の
二
句
で
あ
る
�	

・	
蟬
鳴
き
て
後
干
泣
く
子
と
な
り
ゆ
け
り
�
�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
20
�
二

〇
〇
三
・
一
二
�
季
語
を
示
す
傍
線
は
引
用
者
が
付
し
た
�
以
下
同
様
� 

	
	
	
	

←	

44	

後
干

し

り

び

泣
く
子
と
な
り
ゆ
け
り
船
を
焼
く	

 

・	

竈
食
す
る
御
坊
溜
り
花
の
雨
�
�
台
北
俳
句
集
24
集
�
一
九
九
七
・
三
�

�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
15
�
二
〇
〇
〇
・
一
二
�	
	

	
	
	
	

←	

54	

竈
食

へ

ぐ

い

す
る
御
坊
溜
り
基
隆
雨	

	

44
の
�
船
を
焼
く｣

�｢

焼
王
船

シ

オ

オ

ン

ツ

ン

�
送
王
船

サ

ン

オ

ン

ツ

ン

�
送
王
爺

サ

ン

オ

ン

ヤ

ア

�
王
爺
祭

お

う

や

さ

い

�
は
�
台
湾
俳

句
歳
時
記
�
の
�
暖
か
い
頃
�
に
収
め
ら
れ
た
季
語
で
あ
る
�

15
�

�
改
稿
前
の
句

で
は
�｢

後
干
泣
く｣

(

�
泣
き
声
が
だ
ん
だ
ん
と
小
声
に
な
っ
て
い
く
�
理
由
が
蟬

の
声
に
あ
っ
た
が
�
そ
れ
よ
り
も
�
船
を
焼
く
�
と
付
け
た
方
が
詠
ま
れ
る
景
が

格
段
に
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
の
改
稿
で
あ
ろ
う
�
子
の
泣
き
声
が
小
さ
く

な
っ
て
い
く
こ
と
自
体
が
目
の
前
で
焼
か
れ
る
船
�
祭
の
迫
力
を
間
接
的
に
物
語

っ
て
お
り
�
季
語
の
下
五
へ
の
移
動
も
加
わ
っ
て
�
単
純
に
因
果
関
係
を
説
く
改

稿
前
の
句
に
比
べ
て
優
れ
て
い
る
�	

	

54
に
は
�
基
隆
は
雨
の
名
所
�
竈
食
す
る
と
は
竈
の
側
で
食
事
を
す
る
こ
と
�

と
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
�
場
の
イ
メ
�
ジ
を
伴
う
季
語
�
基
隆
雨
�
の
採
用

に
よ
り
�
想
起
さ
れ
る
映
像
は
よ
り
具
体
的
�
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
�
ま
た
�
改

稿
前
の
春
の
季
語
�
花
の
雨
�
に
は
華
や
か
さ
が
あ
り
�
竈
食
す
る
行
為
と
の
齟

齬
が
あ
っ
た
が
�｢

寒
い
頃
�
の
季
語
�
基
隆
雨
�
へ
の
改
変
に
よ
り
�
喚
起
さ
れ

る
情
景
は
侘
し
く
つ
つ
ま
し
や
か
な
も
の
へ
と
イ
メ
�
ジ
が
統
合
さ
れ
た
�	

	

逆
に
�
台
湾
季
語
↓
日
本
季
語
へ
と
変
更
さ
れ
た
の
は
�
次
の
句
で
あ
る
�	

・	

竹
鶏
鳴
く
逢
ふ
さ
離
る
さ
の
古
参
道
�
�
台
北
俳
句
集
21
集
�
一
九
九

三
・
二
�
�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�
二
〇
〇
三
・
四
�	

	
	

←	

34	

蟬
幾
世
逢お

ふ
さ
離き

る
さ
の
古
参
道	

	

竹
鶏
と
は
�
冬
に
結
群
し
�｢

筒
抜
け
の
大
声｣

で
鳴
く
�
台
湾
全
島
の
低
海
抜

地
に
分
布
す
る
キ
ジ
科
の
鳥
の
こ
と
で
あ
る(

�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�
参
照
�
��
寒

い
頃
�
の
季
語
で
あ
る
竹
鶏
を
用
い
る
原
句
の
ま
ま
で
も
�
古
参
道
の
閑
け
さ
�

淋
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
�
改
稿
句
は
お
そ
ら
く
�
逢
ふ
さ
離
る
さ
�
と
い
う

表
現
を
よ
り
生
か
す
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
�
34
で
は
�
人
々
の

出
逢
い
と
離
別
の
舞
台
と
な
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
古
参
道
の
知
る
時
間
の
長
さ
�

大
き
な
時
間
の
流
れ
が
�
蟬
幾
世
�
に
よ
っ
て
よ
り
強
調
さ
れ
�
句
の
示
す
感
動

の
中
心
が
絞
ら
れ
た
�	

	

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
�
季
語
３
９
６
項
目
と
解
説
・
例
句
か
ら
成
る
�
台

湾
俳
句
歳
時
記
�
を
編
む
だ
け
の
力
量
を
持
つ
黄
は
�
従
来
か
ら
存
す
る
日
本
季

－ 24 －
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語
に
通
暁
し
て
い
る
上
�
台
湾
季
語
と
い
う
持
ち
札
を
も
手
に
し
て
い
る
�
台
湾

の
日
本
語
俳
句
に
つ
い
て
�
と
も
す
れ
ば
そ
れ
を
日
本
国
内
の
そ
れ
の
傍
流
・
亜

流
の
よ
う
に
軽
視
す
る
見
方
が
あ
る
が
�

16
�

�
言
語
�
日
本
語
�
の
表
象
可
能
性

か
ら
す
れ
ば
�
事
態
は
む
し
ろ
逆
で
あ
ろ
う
�
台
湾
季
語
と
日
本
季
語
を
交
換
し

て
句
を
練
り
上
げ
る
黄
の
よ
う
な
作
句
の
手
立
て
は
�
日
本
季
語
し
か
知
ら
な
い

俳
人
に
は
到
底
不
可
能
な
術
な
の
で
あ
り
�
表
現
は
よ
り
広
い
可
能
性
の
領
野
で

模
索
さ
れ
た
上
で
�
最
終
的
な
定
着
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
�
黄
は
日
本
季
語
＋

台
湾
季
語
と
い
う
い
わ
ば
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
複
眼
に
よ
っ
て
世
界
を
ま
な
ざ
し

て
い
る
�
そ
の
�
異
種
混
淆
化
�
の
発
端
が
戦
前
の
�
帝
国
�
日
本
に
よ
る
植
民

地
統
治
に
あ
り
�｢

け
っ
し
て
幸
せ
な
も
の
で
も
�
同
意
に
と
も
な
わ
れ
た
多
様
な

文
化
の
混
合
で
も
な
い
と
い
う
こ
と｣

(

ホ
ミ
・
Ｋ
・
バ
�
バ
�

17
�)

は
重
々
承
知
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
�
黄
は
自
ら
の
置
か
れ
た
言
語
環
境
を
逆
手
に
と
っ

て
�
自
身
の
表
現
・
認
識
世
界
を
拡
張
し
た
�
一
つ
の
焦
点
か
ら
な
る
円
形
よ
り

も
�
二
つ
の
焦
点
を
持
つ
楕
円
形
の
方
が
�
そ
の
孕
む
世
界
は
大
き
い
�
仮
に
円

形
し
か
知
ら
ぬ
者
に
は
楕
円
形
が
い
び
つ
に
見
え
た
と
し
て
も
�
で
あ
る
�
こ
こ

に
黄
の
言
う
�
俳
句
は
日
本
の
先
生
が
開
拓
し
た
分
野
だ
け
ど
�
そ
れ
に
巻
き
込

ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
�
と
い
う
自
負
を
支
え
る
だ
け
の
確
か
な
拠
り
所
�
力
の

一
端
が
確
認
で
き
る
�	

四 

音
調
重
視
�
会
話
体
の
活
用 

|
自
由
自
在
へ
| 

	
｢

自
選
百
句
�
は
次
の
よ
う
な
四
句
で
結
ば
れ
て
い
る
�	

97	

ひ
そ
か
な
る
も
の
に
芽
�
芽
�
喪	

98	

颱
去
り
て
林
の
奥
の
奥
に
人	

99	

上
つ
文
文
箱
に
薺

な
ず
な

女
子
が
目
に 

	

100  

寒
雀
寒
銅
像
に
お
相
伴	

	

こ
れ
ら
の
句
に
共
通
し
て
い
る
の
は
�
い
ず
れ
も
同
じ
音
を
繰
り
返
す
と
い
う

音
調
へ
の
高
い
意
識
で
あ
る
�
97
の
句
は
初
出
�
�
台
北
俳
句
集
５
集
�
一
九
七

六
・
一
�
で
は
�｢

芽
�
芽
�
喪
の
裏
戸
�
�｣(

傍
点
は
引
用
者
�
以
下
同
様)

で
あ
っ
た

が
�
そ
れ
を
�
芽
�
芽
�
喪
�
と
よ
り
簡
潔
に
指
示
内
容
を
示
し
�
m
音
か
ら
成

る
音
を
三
つ
重
ね
て
言
い
切
り
と
し
た
�
句
全
体
を
引
き
締
め
て
�
ひ
そ
か
な
�

も
の
を
い
う
内
容
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
音
調
に
整
え
ら
れ
て
い
る
�
ま
た
�｢

芽｣

(

�
植
物
の
生)

と
�
喪｣

(

�
人
間
の
死
�
と
い
う
一
見
全
く
異
な
る
現
象
を
�
そ

れ
ぞ
れ
一
音
で
�
ひ
そ
か
な
る
も
の
�
と
把
握
し
提
示
し
て
み
せ
る
と
い
う
�
独

創
性
の
高
い
発
想
・
表
現
の
句
で
も
あ
る
�	

	

98
は
台
風
一
過
の
後
�
林
の
奥
か
ら
思
い
出
し
た
よ
う
に
人
が
出
て
く
る
様
子

が
目
に
浮
か
ぶ
句
で
あ
る
が
�｢

奥｣

の
音
の
繰
り
返
し
に
加
え
て
�｢

奥｣

と
い
う

漢
字
自
体
に
�
�｢

奥
の
奥｣

に
は
�
�
人
�
と
い
う
文
字
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
�

遊
び
の
要
素
の
存
す
る
句
で
あ
る
�
99
�｢

う
え
つ
ふ�
み
ふ�
ば
こ
に
な

�
�
�
ず
な
め
こ

�
�
�

が
め
に
�
�｣

�
は
�
細
か
な
音
の
重
複
�｢ fu

｣
｢ na｣
｢ ko
｣
｢ m

e｣
｢ ni

�
を
二
回
ず
つ
繰
り

返
す
�
に
よ
る
言
葉
遊
び
と
�
内
容
上
で
の
対
照
�
皇
族
ゆ
か
り
の
上
つ
文
は
室

内
の
文
箱
に
仕
舞
わ
れ
�
女
子
は
野
外
の
薺
に
夢
中
�
に
よ
っ
て
成
立
し
た
句
で

あ
る
�	

－ 25 －
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100
の
句
は
�
寒�
銅
像
�
と
い
う
造
語
が
�
寒�
雀
�(

傍
点
�
引
用
者)

と
い
う
季

語
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
音
の
響
き
の
繰
り
返
し
を
生
ん
で
い
る
だ
け

で
な
く
�｢
寒｣

の
字
の
連
想
か
ら
�
淋
し
い
雀
と
淋
し
い
銅
像
の
姿
�
銅
像
の
冷

た
い
感
触
が
想
起
さ
れ
る
�
し
か
し
�
そ
の
銅
像
の
足
元
で
雀
が
餌
を
置
い
て
啄

む
姿
を
�
お
相
伴
�
と
見
立
て
た
下
五
に
よ
り
�
優
し
い
句
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い

る
�｢

寒
雀
�
�
寒
銅
像
�
と
い
う
お
揃
い
の
言
葉
が
�
仲
間
と
し
て
の
両
者
を
あ

ら
わ
す
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
�
こ
の
よ
う
に
�
最
終
部
に
置
か
れ
た
四
句
は

い
ず
れ
も
音
調
へ
の
高
い
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
上
�
内
容
・
表
現
面
で
も
独

創
的
な
句
が
配
列
さ
れ
て
お
り
�
黄
の
�
自
選
百
句
�
を
締
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ

し
い
結
び
と
言
え
よ
う
�
な
お
�
音
へ
の
意
識
は
�
次
の
よ
う
な
会
話
体
の
積
極

的
な
活
用
に
も
見
て
と
れ
る
�	

20  

父
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
っ
て
ば
守
宮
の
死	

31  

長
い
も
の
お
じ
ゃ
る
で
峠
気
い
お
つ
け	

58  

セ
ン
ノ
サ
イ
ド
千
錠
入	

ま
ま
よ
颱
兆
す	

73  

爽
や
か
や
か
や

あ
の
子
も
こ
の
子
も
巣
立
ち
ま
す	

	

20
は
守
宮
を
父
と
勘
違
い
し
た
子
ど
も
を
諭
す
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
か
�
稿
者
に

は
明
確
な
意
味
の
分
か
ら
ぬ
句
で
あ
る
が
�
く
だ
け
た
会
話
体
と
奇
妙
な
付
け
合

わ
せ
が
お
か
し
み
を
生
ん
で
い
る
�
ま
さ
に
�
滑
稽
に
は
表
象
の
突
飛
な
聯
結
が

あ
る
�(

小
宮
豊
隆
�

18
�)

と
い
う
一
例
で
あ
ろ
う
�
31
は
茶
店
の
お
ば
あ
さ
ん
の

旅
人
へ
の
�
あ
る
い
は
出
か
け
る
孫
や
息
子
に
対
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
か
�
長
い

も
の
�
蛇
に
気
を
つ
け
る
よ
う
注
意
を
促
す
内
容
で
あ
る
が
�｢

お
じ
ゃ
る｣

と
い

っ
た
古
め
か
し
い
こ
と
ば
遣
い
と
�
気
い
お
つ
け
�
と
い
っ
た
間
延
び
し
た
調
子

が
�
山
奥
で
あ
ろ
う
舞
台
の
長
閑
さ
や
発
話
し
た
人
の
親
切
心
を
感
じ
さ
せ
る
�

58
の
セ
ン
ノ
サ
イ
ド
と
は
�
便
秘
の
薬
�
と
い
う
説
明
が
あ
り
�
台
風
来
訪
に
備

え
て
便
秘
薬
を
千
錠
買
う
と
い
う
決
断
が
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
�
こ
の
思
い
切
っ

た
買
い
物
の
様
子
が
�｢

ま
ま
よ｣

と
い
う
自
棄
気
味
の
一
言
に
集
約
さ
れ
て
お

り
�
破
調
の
リ
ズ
ム
も
そ
の
行
動
・
決
意
の
勢
い
を
あ
ら
わ
す
に
ふ
さ
わ
し
い
�

73
は
卒
業
式
の
様
子
で
あ
ろ
う
か
�｢

か
や｣

の
字
体
の
大
き
さ
を
変
え
て
爽
や
か

さ
を
こ
だ
ま
の
よ
う
に
表
現
し
�｢

巣
立
ち
ま
す
�
と
い
う
丁
寧
な
報
告
体
の
文
末

表
現
が
�
子
ど
も
た
ち
の
旅
立
ち
を
一
層
爽
や
か
な
も
の
と
し
て
強
調
し
て
い

る
�	

	

こ
れ
ら
の
四
句
は
31
を
除
い
て
�
す
べ
て
�
自
選
百
句
�
新
出
句
で
あ
る
�
一

九
七
〇
年
か
ら
毎
年
刊
行
さ
れ
て
き
た
�
台
北
俳
句
集
�
所
収
句
を
見
て
も
�
こ

の
よ
う
な
会
話
体
の
採
用
は
黄
が
ご
く
近
年
に
な
っ
て
か
ら
見
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
方
法
で
あ
り(

�
台
北
俳
句
集
37
集
�(

二
〇
一
一
・
九)

以
後
�
連
続
的
に
見

ら
れ
る)

�
六
〇
年
の
作
句
歴
を
持
つ
黄
を
し
て
新
し
い
試
み
と
言
え
る
�
確
認
し

た
通
り
�
諧
謔
�
軽
妙
�
柔
ら
か
さ
を
生
み
出
す
効
果
が
大
き
い
�	

	

さ
ら
に
内
容
面
で
言
え
ば
�
20
の
父
と
守
宮
の
よ
う
に
�
自
然
物
と
人
間
を
全

く
の
同
列
に
位
置
づ
け
る
世
界
観
が
黄
の
句
に
は
顕
著
で
あ
る
�
先
の
100
の
雀

(
動
物)

と
銅
像
�
人
間
を
模
し
た
人
工
物
�
�
97
の
芽
�
植
物
�
と
喪
�
人
事
�

も
同
様
で
あ
る
�
そ
の
他
に
も
�｢

３	

さ
丹
塗
り
の
頬
は
役
者
や
帝
雉｣

の
役
者

に
見
立
て
ら
れ
た
雉
�｢

21	

盲
人
と
す
れ
違
っ
た
蝶
に
も
蝶
と
す
れ
違
っ
た
盲

人
に
も
一
瞬
が
あ
っ
た｣

の
盲
人
と
蝶
�｢

23	

深
草
少
将
と
い
ひ
蟬
と
い
ひ｣

の

少
将
と
蟬
�
男
が
キ
ツ
ネ
の
化
け
た
姿
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
�
33	

男
ゐ
て
呼

－ 26 －
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べ
ば
キ
ツ
ネ
や
峠
茶
屋
�
�｢

60	

神
豚
も
義
民
の
裔
も
福
の
相｣

の
豚
と
民
�｢

64	
入
婿
も
蟬
も
な
か
な
か
夕
暮
れ
ず
�
の
婿
と
蟬
な
ど
�
人
間
と
人
間
以
外
の
生
物
�

自
然
が
こ
と
ご
と
く
同
じ
扱
い
の
中
に
あ
る
�	

	

こ
の
よ
う
に
�
人
間
が
自
然
物
の
一
部
と
い
う
よ
り
も
他
の
生
き
物
同
様
の
場

に
置
か
れ
�
か
つ
そ
の
状
況
が
あ
く
ま
で
も
軽
や
か
な
調
子
で
語
ら
れ
て
い
る
点

に
�
黄
作
品
の
特
徴
が
あ
る
�
た
と
え
ば
20
で
は
�
守
宮
の
死
�
が
�
97
で
は
�
喪
�

が
言
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
そ
こ
に
は
深
刻
さ
や
暗
さ
が
な
い
�
ま

た
�
23
の
�
深
草
少
将
と
い
ひ
蟬
と
い
ひ
�
も
両
者
の
共
通
点
�
早
す
ぎ
る
死
を

い
わ
ん
と
す
る
句
で
あ
ろ
う
が
�
愚
痴
の
よ
う
な
く
だ
け
た
語
り
口
の
た
め
に
�

軽
妙
な
印
象
の
句
と
な
っ
て
い
る
�
そ
う
し
た
力
み
の
な
さ
は
�
芭
蕉
の
句
を
踏

ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
�
次
の
二
句
に
も
顕
著
で
あ
る
�	

い
ざ
行
む
雪
見
に
こ
ろ
ぶ
所
ま
で
�
松
尾
芭
蕉
�
笈
の
小
文
�
一
七
〇
九
年
�	

	
	

←	

２	

雪
を
見
に
ピ
ア
ス
を
つ
け
に
戻
っ
て
ま
で	

閑
さ
や
岩
に
し
み
入
蟬
の
声
�
松
尾
芭
蕉
�
お
く
の
ほ
そ
道
�
一
七
〇
二
年
�	

	
	

←	

22	

岩
あ
り
て
蟬
ゐ
て
芭
蕉
ど
こ
か
に
居	

	

２
は
�
降
雪
自
体
が
珍
し
い
台
湾
の
風
土
を
あ
ら
わ
し
た
句
で
あ
る
�
芭
蕉
の

句
も
�
こ
ろ
ぶ
所
ま
で
�
と
俳
諧
性
を
含
む
が
�
２
で
は
ピ
ア
ス
と
い
う
装
身
具

か
ら
行
動
の
主
体
は
お
そ
ら
く
若
い
女
性
と
推
測
さ
れ
�
そ
の
歓
び
が
生
き
生
き

と
�
お
か
し
み
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
く
る
句
と
な
っ
て
い
る
�
22
で
は
芭
蕉
を
句

中
に
直
接
登
場
さ
せ
て
い
る
が
�
岩
と
蟬
と
芭
蕉
�
人
間
�
が
同
列
に
並
べ
ら
れ

て
お
り
�
こ
こ
で
は
俳
聖
も
も
は
や
形
無
し
の
扱
い
で
あ
る
�
ま
た
�｢

岩｣
｢

ゐ
て｣

｢

居｣

と
i
音
を
三
度
繰
り
返
す
と
い
う
遊
び
の
要
素
も
あ
る
�	

	

以
上
の
よ
う
に
�｢

自
選
百
句｣

は
一
貫
し
て
音
調
を
重
視
し
�
内
容
面
で
も
生

真
面
目
一
方
の
固
さ
や
人
間
中
心
主
義
を
脱
し
た
価
値
観
が
目
に
付
く
�
一
方

で
�
し
ん
み
り
と
し
た
情
緒
を
詠
む
句
も
あ
り
�｢

16	

裸
木
の
鉄
と
な
り
ゆ
く

岨そ

わ

の
風｣

｢

37	

島
に
紫
蘇
野
生
え
て
戦
史
は
る
か
な
る｣

｢

48	

亡
き
父
と
居
れ

ば
城
址
の
か
ぎ
ろ
え
る｣

｢

76	

痩
田
に
旱
も
っ
と
も
佇
め
り｣

｢

92	

塵
労
の
貌

を
写
し
て
水
澄
め
り｣

｢

95	

夜
を
起
き
て
衣き

ぬ

重
ぬ
れ
ば
亡
母
在
り
ぬ｣

な
ど)

�
真

面
目
な
句
か
ら
遊
び
の
要
素
を
含
む
句
ま
で
�
自
選
百
句
�
の
孕
む
表
現
世
界
の

振
り
幅
は
大
き
い
�	

	

千
野
帽
子
は
現
代
の
�
俳
句
と
い
う
ゲ
�
ム
の
競
技
場
�
の
拡
大
を
�
事
実
上
�

な
ん
で
も
あ
り
�
と
総
括
し
て
い
る
が
�

19
�

�
そ
う
し
た
方
法
の
自
由
自
在
�
融

通
無
碍
へ
の
志
向
を
一
人
の
俳
人
が
体
現
し
て
み
せ
た
場
�
そ
れ
が
黄
霊
芝
�
自

選
百
句
�
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
�	

お
わ
り
に 

	
単
一
的
な
傾
向
の
把
握
を
拒
絶
す
る
よ
う
な
バ
リ
エ
�
シ
ョ
ン
を
持
つ
�
自
選

百
句
�
で
あ
る
が
�
こ
こ
に
見
え
る
動
か
し
が
た
い
黄
の
俳
句
観
�
俳
句
の
特
徴

は
大
ま
か
に
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
� 

	

① 

リ
ズ
ム
↓
定
型
句
が
大
半
を
占
め
る
が
�
93
％
�
�
詩
を
生
む
に
必
要
な
二
物

－ 27 －
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の
取
り
合
わ
せ
や
独
自
の
リ
ズ
ム
を
実
現
し
う
る
場
合
�
五
七
五
か
ら
大
き
く

逸
脱
す
る
破
調
も
ゆ
る
さ
れ
る
�	

② 

季
語
↓
有
季
を
基
本
と
し(

99
％)

�
特
に
蟬
句(

19
％)

へ
の
愛
着
が
顕
著
で

あ
る
�
台
湾
季
語
と
日
本
季
語
の
両
者
を
入
れ
換
え
て
改
稿
を
行
う
な
ど
�
台

湾
＋
日
本
と
い
う
複
眼
に
支
え
ら
れ
た
�
日
本
の
俳
人
に
は
ま
ず
不
可
能
な
�

幅
広
い
表
現
と
認
識
方
法
が
見
ら
れ
る
�	

③ 

音
調
↓
同
音
の
繰
り
返
し
�
会
話
体
の
積
極
利
用
な
ど
�
音
調
へ
の
高
い
意
識

が
あ
る
�
自
然
物
と
人
間
を
同
等
に
位
置
づ
け
る
世
界
観
と
あ
わ
さ
っ
て
�
遊

び
の
要
素
を
含
ん
だ
諧
謔
�
軽
妙
�
柔
ら
か
な
句
が
多
く
見
ら
れ
る
�	

	
 

	

ま
た
�｢

自
選
百
句｣

に
は
�
形
式
の
類
似
�
同
一
或
い
は
反
対
の
意
の
季
語
使

用
の
た
め
に
続
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
�
次
の
よ
う
な
句
が
あ

る
�	

1	

初
蟬
に
雨
�
雨
�
雨
�
雨	

|
２	

蟬
閉
ざ
す
教
室
の
窓
一
�
二
�
三
�

四
�
五･

･
･	

8	

一
丁
目
一
番
地	

大
鉄
門
に
御
所
桜	

|
９	

表
門
ブ
�
ゲ
ン
ビ
リ

ア
裏
備
へ
イ
カ
ダ
カ
ズ
ラ	

28	

か
な
か
な
や
帰
り
を
急
ぐ
日
雇
女	

|

29	

ひ
ぐ
ら
し
や
娶
り
の
村

の
夕
長
き	

30	

花
疲
れ
姑
疲
れ
峠
茶
屋	

|

31	

長
い
も
の
お
じ
ゃ
る
で
峠
気
い
お

つ
け	

34	

蟬
幾
世
逢
ふ
さ
離
る
さ
の
古
参
道	

|

35	

御
社
と
あ
れ
ば
蟬
麻
呂

朝
臣
ゐ
て	

43	

父
無
し
の
泣
寝
入
り
ぐ
せ
王
爺
祭	

|

44  

後
干
泣
く
子
と
な
り
ゆ

け
り
船
を
焼
く	

50	

遠
雷
に
明
る
き
鏡
眉
を
引
く	

|

51	

妻
に
妻
戻
す
遠
雷
川
遊
び	

55	

犬
を
轢
く
春
宵
一
刻
千
金
子	

|

56	

新
婚
の
耳
輪
小
重
き
花
曇	

64	

入
婿
も
蟬
も
な
か
な
か
夕
暮
れ
ず	

|

65	

難
産
の
蟬
と
力
み
て
ゐ

て
凡
夫	

82	

�
書
・
牧
誓
�
山
家
居
留
守
に
し
て
日
長	

|

83	

円
高
の
ま
だ
ま
だ

つ
づ
き
日
の
短
か	

	

さ
ら
に
百
句
中
に
は
�
亡
き
母
�
95
�
�
亡
き
父
�
48
�
�
姉
�
14
�
�
妻

(

51
�
84
�
�
娘
�
62)

�
婿
�
64
�
と
家
族
が
一
通
り
登
場
し
て
い
る
�
本
稿

で
は
�
自
選
百
句
�
自
体
の
配
列
意
識
に
ま
で
目
配
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
�
選
句
し
た
百
句
全
体
を
再
構
築
し
�
有
機
的
に
編
も
う
と
し
た
黄
の
方
法
の

詳
細
に
つ
い
て
は
�
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
�	

注 
 

�
台
北
俳
句
集
�
�
黄
霊
芝
作
品
集
�
か
ら
の
引
用
の
際
�
旧
字
は
す
べ
て
新
字

－ 28 －
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に
改
め
た
�	

�
１
�
台
北
俳
句
会
は
黄
の
逝
去
後
は
主
宰
を
新
た
に
置
か
ず
�
会
員
に
よ
っ
て

現
在
も
存
続
中
で
あ
る
�
戦
後
台
湾
の
日
本
語
文
学
の
場
と
し
て
は
�
台

北
俳
句
会
の
他
に
も
�
台
湾
歌
壇
�
一
九
六
七
年
創
立
�
�
台
湾
川
柳
会

(

一
九
九
四
年
創
立)

な
ど
が
あ
る
�	

�
２
�｢

序
に
か
え
て｣

(
�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
３
�
一
九
七
二
・
五)

�
そ
の
他
�

同
様
の
言
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
�｢

日
本
人
が
日
本
語
で
詩
を
つ
く

り
�
中
国
人
が
中
国
語
で
詩
を
つ
く
る
こ
と
は
�
そ
れ
が
当
然
の
成
り
行

き
で
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
�
各
々
の
語
言
に
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
欠
点

が
あ
る
以
上
�
主
題
に
応
じ
て
こ
れ
を
使
い
分
け
る
こ
と
も
�
文
芸
家
の

責
任
の
う
ち
だ
と
思
わ
れ
る
�
民
族
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
詩
の
も
つ
主
題

の
異
な
る
わ
け
も
な
く
�
か
て
て
加
え
て
�
か
り
に
日
本
料
理
屋
の
板
前

が
日
本
料
理
以
外
に
そ
の
素
材
を
生
か
し
得
な
か
っ
た
と
し
た
ら
�
そ
れ

は
も
は
や
�
〇
〇
の
一
つ
覚
え
�
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う｣

�｢

俳

句
に
つ
い
て｣

�
黄
霊
芝
作
品
集
巻
６
�
一
九
八
二
・
五
�
�｢

(
･
･
･)

言
語

に
は
表
現
能
力
の
差
と
そ
の
限
界
が
あ
り
�
文
芸
上
の
完
璧
さ
を
念
願
す

る
場
合
�
こ
の
題
材
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
物
し
�
こ
の
主
題
は
ア
ム
ハ
ラ
語

に
限
る
�
と
い
っ
た
事
態
が
必
ず
や
起
き
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
�
そ
の

使
い
わ
け
を
私
た
ち
が
な
し
得
な
い
で
い
る
の
は
�
脳
み
そ
が
一
・
三
キ

ロ
グ
ラ
ム
ぐ
ら
い
し
か
な
い
か
ら
で
あ
り
�
霊
長
の
誉
れ
に
は
と
て
も
そ

ぐ
わ
な
い｣
(
｢

戦
後
の
台
湾
俳
句
|
日
本
語
と
漢
語
で
の
|｣

�
台
湾
俳
句

歳
時
記
�
言
叢
社
�
二
〇
〇
三
・
四)

�	

�
３
�
林
ゆ
う
子
訳
�
大
日
本
帝
国
の
ク
レ
オ
�
ル
�
植
民
地
期
台
湾
の	

日
本

語
文
学
�
�(

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
�
二
〇
〇
七
・
一
一)

	

�
４
�｢｢

非
親
日
家｣

台
湾
人
の
俳
句
の
会
を
主
宰
・
魅
せ
ら
れ
た
17
文
字｣

(

�
朝

日
新
聞
�
朝
刊
�
二
〇
〇
七
・
二
・
一)

	

�
５
�｢

黄
霊
芝
俳
句
の
展
開
過
程
|
�
台
湾
俳
句
�
に
向
か
う
も
の
と
超
え
る

も
の｣

(

�
天
理
台
湾
学
報
�
一
七
号
�
二
〇
〇
八
・
六)

	

�
６
�
黄
霊
芝
著
・
下
岡
友
加
編
�
戦
後
台
湾
の
日
本
語
文
学	

黄
霊
芝
小
説
選

２
�(

溪
水
社
�
二
〇
一
五
・
六
�	

�
７
�
台
北
市
の
黄
霊
芝
自
宅
に
て
聞
き
取
り
を
実
施
�
こ
の
日
の
聞
き
手
は
�

下
岡
の
ほ
か
�
杜
青
春
�
台
湾
川
柳
会
代
表
�
台
北
俳
句
会
会
員
�
�
三

宅
節
子
�
台
北
俳
句
会
会
員
�
で
あ
っ
た
�	

�
８
�
注
５
に
同
じ	

�
９
�｢

台
湾
の
俳
句
|
そ
の
周
辺
ほ
か｣

(

�
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
�
二

〇
〇
五
・
九)

�
そ
の
他
に
も
�｢

五
七
五
と
い
う
定
音
律
の
ほ
か
に
�
そ

れ
ぞ
れ
の
内
容
に
よ
り
マ
ッ
チ
し
た
幾
つ
か
の
音
律
が
許
容
さ
れ
て
も
よ

か
ろ
う｣

(
｢

あ
と
が
き｣

�
台
北
俳
句
集
７
集
�
一
九
七
八
・
二)

な
ど
同
様

の
主
張
が
確
認
で
き
る
�	

�
10
�｢

｢

自
句
自
解｣

と
�
短
歌
�
の
半
分｣

�
２
�｣

�
�
燕
巣
�
一
九
九
〇
・
三
�	

�
11
�｢

戦
後
の
台
湾
俳
句
|
日
本
語
と
漢
語
で
の
|｣

(

�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�

注
２
に
同
じ)

�
そ
の
他
に
も
�(

･
･
･)

俳
句
は
詩
で
あ
る
以
上
�
少
な
く
と

も
二
つ
な
い
し
二
つ
以
上
の
名
詞
が
必
要
で
あ
る
�
名
詞
は
�
物
�
ま
た

は
�
事
�
で
あ
り
�
そ
れ
が
�
組
み
合
わ
さ
れ
る
�
と
こ
ろ
か
ら
詩
が
生

ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
�(

｢

あ
と
が
き
�
�
台
北
俳
句
集
17
集
�
一

九
八
八
・
八｣

な
ど
同
様
の
言
及
が
あ
る
�	

�
12
�｢

あ
と
が
き｣

(

�
台
北
俳
句
集
13
集
�
一
九
八
四
・
七)

	

�
13
�｢

台
湾
歳
時
記
と
台
湾
季
語｣

(

�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�
言
叢
社
�
二
〇
〇
三

－ 29 －
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・
四
�	

�
14
�
注
５
に
同
じ	

�
15
�
一
つ
前
の
�
43	

父
無
し
の
泣
寝
入
り
ぐ
せ
王
爺
祭
�
も
同
じ
季
語
を
持

ち
�
そ
こ
に
�
王
爺
は
崇
神
�
台
湾
西
南
部
沿
海
漁
民
の
信
仰
を
集
め
る
�

何
年
か
に
一
度
船
を
建
造
し
�
浜
辺
で
こ
れ
を
焼
き
�
灰
を
海
に
流
す
�

厄
を
祓
う
た
め
で
あ
る
�
と
�
台
湾
俳
句
歳
時
記
�
の
解
説
を
端
的
に
ま

と
め
た
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
�	

�
16
�
黄
は
自
身
の
経
験
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
�｢

わ
れ
わ
れ
一
群
の
外

国
人
が
�
日
本
人
と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
純
粋
な
日
本
語
で
�
時
に
は
日

本
人
以
上
に
純
粋
な
日
本
語
で
�
短
歌
や
俳
句
を
つ
く
っ
た
り
す
る
と
多

く
の
人
は
ま
ず
目
を
瞠
っ
て
び
っ
く
り
す
る
�
そ
し
て
|
大
抵
は
そ
れ
で

お
仕
舞
い
で
あ
る
�
／
つ
ま
り
�
わ
れ
わ
れ
の
作
品
は
作
品
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
前
に
�
単
な
る
�
日
本
趣
味
�
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま

い
が
ち
な
の
で
あ
る
�
事
す
で
に
�
趣
味
�
で
あ
る
か
ら
に
は
�
と
て
も

本
場
物
に
は
か
な
わ
な
い
�
と
い
う
先
入
意
識
が
誰
の
胸
に
も
あ
る
か
ら

で
あ
ろ
う｣

(
｢

地
声｣

�
台
北
俳
句
集
９
集
�
一
九
八
〇
・
二)
�
ま
た
�
続

け
て
�
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
九
官
鳥
の
よ
う
に
他
人
の
声
音
を
真
似

る
よ
り
は
�
地
声
で
己
の
歌
を
う
た
っ
た
方
が
�
そ
の
道
の
玄
人
に
は
快

く
耳
に
響
く
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
�
台
湾
と
い
う
風
土
の
中
に
生

息
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
�
い
た
ず
ら
に
吉
野
桜
や
盆
踊
り
に
見
惚
れ
�

刺
身
や
蒲
焼
き
を
の
み
食
べ
た
が
っ
た
と
し
た
ら
�
折
角
�
台
湾
に
住
ん

で
い
る
意
義
が
な
く
な
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
�
と
い
う
�
あ
く
ま
で

台
湾
を
主
体
と
し
た
表
現
の
追
求
が
主
張
さ
れ
て
い
る
�	

�
17
�
磯
前
順
一
�
ダ
ニ
エ
ル
・
ガ
リ
モ
ア
訳
�
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
権
利	

戸
惑
い

の
生
へ
向
け
て
�(

み
す
ず
書
房
�
二
〇
〇
九
・
八)

	

�
18
��
夏
目
漱
石
�(

岩
波
書
店
�
一
九
五
三
・
八)

�
引
用
は
�
夏
目
漱
石(

上)

�

(

岩
波
書
店
�
一
九
八
六
・
一
二
�
に
拠
っ
た
�	

�
19
�
千
野
は
こ
こ
で
い
う
�
ゲ
�
ム
�
と
は
�｢

言
葉
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト｣

と
呼

ぶ
し
か
な
い
も
の
�
と
も
述
べ
て
い
る(

�
二
〇
分
で
誤
解
で
き
る
近
代
俳

句
�
文
藝
ガ
�
リ
ッ
シ
ュ
・
俳
句
の
楽
し
み
を
奪
い
取
る
た
め
に
�(

�
ユ

リ
イ
カ	

詩
と
批
評
�
青
土
社
�
二
〇
一
一
・
一
〇)

�	

付
記	

本
稿
は
台
日
�
文
学
と
歌
謡
�
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
�
二
〇
一
六
年
六
月

四
日
�
於
国
立
台
湾
文
学
館)

�
並
び
に
広
島
芸
術
学
会
例
会
�
二
〇
一
六

年
一
二
月
一
七
日
�
於
サ
テ
ラ
イ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
ひ
ろ
し
ま
�
で
の
口
頭

発
表
を
も
と
に
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
�
会
場
内
外
に
お
い
て

ご
意
見
を
下
さ
っ
た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
�	

�
し
も
お
か	

ゆ
か
�
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
�	

－ 30 －
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別表１ 黄霊芝「自選百句」(2015)初出・既出一覧	

俳句集 ＝『台北俳句集』1集(1971年)～ 43集(2015年) 

作品集 ＝『黄霊芝作品集』巻2(1971年)、巻6(1982年)、巻15(2000年)、巻18(2000年)、巻20(2003年) 

合同 ＝『候鳥霊芝合同俳句集』(1984年)、歳時記＝『台湾俳句歳時記』(2003年)	 	  

40周年 ＝『台北俳句会 40周年紀念集』(2010年)      

注：五・七・五単位での異同のある場合には※を付した。 

 俳句集 作品集 合同 歳時記 40周年 

1 初蟬に雨、雨、雨、雨  20 	 	 ○	

2 蟬閉ざす教室の窓一、二、三、四、五…  20※ 	 	 ○※	

3 さ丹塗りの頰は役者や帝雉  15 	 ○	 ○	

4 山さ来て蟬なん知らぬギター掻 21 20 	 	 ○	

5 雪を見にピアスをつけに戻ってまで 38, 41  	 	 	

6 穴ん者は蟬の遺跡や日の盛り  20 	 	 ○	

7 仙公生信徒はカメラ提げをらず 22 15 	 ○	 ○	

8 一丁目一番地	 大鉄門に御所桜   	 	 ○	

9 表門ブーゲンビリア裏備へイカダカズラ   	 ○※	 	

10 薬膳の当帰はセリ科花の冷   	 	 ○	

11 鮟鱇に出刃一刀流を振り下ろす   	 	 ○	

12 霾や古都は廓の早仕舞 24 15 	 ○	 ○	

13 媛らゐて岬は神代かはらけ菜 26 15 	 ○	 ○	

14 粗塩に鯖を焼きくれ姉御なり 25 15 	 	 ○	

15 小焚火にいつも来てゐる亡いあなた 24 15 	 	 ○	

16 裸木の鉄となりゆく岨の風 25 15 	 	 ○	

17 姫ひぐらし鳴かせて古都の深庇 24 15, 20 	 	 ○	

18 猫御前のそろそろ秋刀魚食ひ残す 37, 38  	 	 	

19 八階へ上がって行ったエレベーターがなかなか十二階から降りて来ない  6 	 	 	

20 父ちゃんじゃないんだってば守宮の死   	 	 	

21 盲人とすれ違った蝶にも蝶とすれ違った盲人にも一瞬があった  6 	 	 	

22 岩ありて蟬ゐて芭蕉どこかに居  20 	 	 ○	

23 深草少将といひ蟬といひ 31 20 	 	 ○	

24 どの蟬も枝に命中して止まる 31 20 	 	 ○	

25 耳に蟬マラソン走者走らねば 31 20 	 	 ○	

26 飛ぶ蟬の三八式銃ほどの距離 31 20 	 	 ○	

27 蟬一日休暇の町の疲れたる  20 	 	 	

28 かなかなや帰りを急ぐ日雇女 31 20 	 	 ○	

29 ひぐらしや娶りの村の夕長き 31 20 	 	 ○	
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30 花疲れ姑疲れ峠茶屋 20 15 	 	 ○	

31 長いものおじゃるで峠気いおつけ   	 ○	 	

32 あぶら蟬標高二千といふ森閑  20※ 	 	 	

33 男ゐて呼べばキツネや峠茶屋   	 	 	

34 蟬幾世逢ふさ離るさの古参道 21※  	 ○※	 	

35 御社とあれば蟬麻呂朝臣ゐて  20 	 	 ○	

36 貯水タンク換へて別荘夏はじめ 13 15 ○	 	 	

37 島に紫蘇野生えて戦史はるかなる  2 ○	 	 	

38 タイヤルの村はもうすぐ桜蘭 23 15 	 ○	 	

39 魔の谷へ男いざなふ月桃花   	 ○	 	

40 水仙会大人よりは夫人の駕  28  	 ○	 	

41 豪邸の門神夙に身拵へ    27  	 ○	 	

42 大道公生瞽女の静かは耳一途 28  	 ○	 	

43 父無しの泣寝入りぐせ王爺祭 20※ 15※ 	 ○	 	

44 後干泣く子となりゆけり船を焼く  20※ 	 ○	 	

45 春聯を書く達筆の男前  15 	 ○	 	

46 天公炉吊す本家の梁太し 32  	 	 	

47 ガーリック洋語は臭くなかりけり   	 	 	

48 亡き父と居れば城址のかぎろへる 3 6 ○	 	 	

49 紋黄蝶追へば修道女も乙女 6 6 ○	 	 	

50 遠雷に明るき鏡眉を引く 1 2 ○	 	 	

51 妻に妻戻す遠雷川遊び 3 6 ○	 	 	

52 男らに村議のつづく粟の秋   	 ○	 	

53 深梅雨に明日を占ふ陰陽師 5 6 ○	 	 	

54 竈食する御坊溜り基隆雨 24※ 15※ 	 	 	

55 犬を轢く春宵一刻千金子 13 15 ○	 	 	

56 新婚の耳輪小重き花曇	 	   2※ ○	 	 	

57 みそかごとありげな翁はぶ屋の午 25 15 	 ○	 	

58 センノサイド千錠入	 ままよ颱兆す   	 	 	

59 へべれけの蒜臭きお説教 20 15 	 	 ○	

60 神豚も義民の裔も福の相   	 	 	

61 ひょっとこの顔して金魚値べらぼう 38  	 	 	

62 蜷せせる所帯もつとは吾娘貧し 34  	 	 ○	

63 赤を貼る杣の女房商家の出 37  	 	 	

64 入婿も蟬もなかなか夕暮れず   	 	 	

65 難産の蟬と力みてゐて凡夫 31 20 	 	 ○	
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66 満月の潮がまさぐる岩の恥部 6 6 ○	 	 	

67 糸瓜にも大器晩成鳥渡る 4 6 ○	 	 	

68 普請場にブルはブルどち懐手  6 	 	 	

69 年越しの老の一卓より軍歌 37  	 	 	

70 ヤゴの名は知りゐて書けず村起し 38, 41  	 	 	

71 同郷の鮨屋といへばいつもそこ 38, 41  	 	 	

72 四月馬鹿ししゃもはオスも身籠れる   	 	 	

73 爽やかやかやあの子もこの子も巣立ちます   	 	 	

74 蟬の脱ぐ闇の彼方の一舞台  20 	 	 	

75 荼毘に付す稲藁人に頭を下げよ   	 	 	

76 痩田に旱もっとも佇めり 3 6 ○	 	 	

77 見ば拾ひ拾はば探し…浜の栗   	 	 	

78 榕の根を崖に一刹夏籠り 6 6 ○	 ○	 	

79 石斫るや谷彦秋の二千尺 10  	 	 	

80 あきつ翔ぶ町に日曜来る度に 13 15 ○	 	 	

81 阿蘭若に日々草の饒舌な  18 	 	 	

82『書・牧誓』山家居留守にして日長  6 ○	 	 	

83 円高のまだまだつづき日の短か 18 15 	 	 	

84 新妻にパン粉ふくらむ冬日射 17 15 	 	 	

85 矢じるしも楷書なりけり孔子祭 34  	 	 	

86 待たせゐるどこかの誰か炊飯花  15 	 	 	

87 裏市は地鶏の修羅場年迫る 37※  	 	 	

88 仕舞屋の端午が来れば粽売る 37※  	 	 	

89 町なかの雨後に天ありつばくらめ  6 ○	 	 	

90 里訪うて香肉旨き二度おぼこ 21 15 	 ○	 	

91 煮凝は軍鶏の健脚寿の祝 38※  	 	 	

92 塵労の貌を写して水澄めり 16 15 	 	 	

93 大袈裟は重々承知羽蟻万   	 	 	

94 およすげの含み笑みして蟶売って  28  	 ○	 	

95 夜を起きて衣重ぬれば亡母在りぬ 9 15 ○	 	 	

96 塭魚曳く網疵痛き寒旱  2 ○	 	 	

97 ひそかなるものに芽、芽、喪 7※ 6 ○	 	 	

98 颱去りて林の奥の奥に人 5 6 ○	 	 	

99 上つ文文箱に薺女子が目に 10 6 ○	 	 	

100 寒雀寒銅像にお相伴 32  	 	 	
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別表２ 季語の分布  

（ ）の数字は掲載順をあらわす 

年末年始 寒い頃 涼しい頃 暑い頃 あたたかい頃  

門神 (41),  

春聯 (45、63),  

天公炉 (46) 

雪見 (5),  

イカダカズラ (9), 

霾 (12),  

蒜 (47、59),  

基隆雨 (54),  

香肉 (90) 

秋刀魚 (18),  

粟の秋 (52),  

孔子祭 (85),  

炊飯花 (86) 

長いもの (31),  

桜蘭 (38),  

月桃花 (39),  

はぶ (57),  

義民 (60),  

榕 (78) 

帝雉 (3),  

仙公生(7),  

かはらけ菜 (13), 

鯖 (14),  

水仙会 (40),  

大道公生 (42),  

王爺祭 (43, 44) 

台
湾
季
語 

年越し (69),  

年迫る (87),  

薺 (99) 

鮟鱇 (11),  

焚火 (15),  

裸木 (16),  

キツネ (33),  

懐手 (68),  

日短 (83),  

冬 (84),  

煮凝り (91),  

重ね着 (95),  

寒旱 (96),  

寒雀 (100) 

かぎろい (48),  

台風 (58, 98),  

月(66)、 

爽やか (73),  

稲 (75),  

栗 (77),  

秋 (79),  

あきつ (80),  

水澄む (92) 

蟬 (1, 2, 4, 6, 17, 22, 

23, 24 ,25, 26, 27, 28, 

29, 32, 34, 35, 64, 65, 

74), 守宮 (20),  

夏 (36), 紫蘇 (37),  

遠雷 (50, 51),  

深梅雨 (53), 

金魚 (61), ヤゴ (70), 

鮨 (71), 旱 (76),  

日々草 (81),  

端午 (88), 羽蟻 (93) 

桜 (8),  

花の冷 (10),  

蝶 (21, 49),  

花疲れ (30),  

春宵 (55),  

花曇 (56),  

蜷 (62),  

四月馬鹿 (72),  

日長 (82),  

つばくらめ (89), 

芽 (97) 

日
本
季
語 

新年 冬 秋 夏 春  
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