
第
三
十
五
回

新
俳
句
大
賞

俳
句
と
は
、
五
・
七
・
五
の
十
七
音
か
ら
な
る
、日
本
独
自
の
定
型
詩
の
事
を
指
し
、「
季
語
」
と
呼
ば
れ
る
季
節
を
表
す
言
葉
を
含
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

「
俳
諧
〔
は
い
か
い
〕
の
句
」
と
い
う
言
葉
が
略
さ
れ
て
、「
俳
句
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
特
徴
・・・
必
ず
用
い
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
季
語

俳
句
は
、
和
歌
の
上
の
句
（
五
・
七
・
五
）
と
下
の
句
（
七
・
七
）
を
別
々
の
人
が
交
互
に
作
る
連
歌
〔
れ
ん
が
〕
の
上
の
句
だ
け
が
独
立

し
て
で
き
ま
し
た
。 

江
戸
時
代
に
松
尾
芭
蕉
が
「
俳
諧
の
句
」
と
し
て
確
立
さ
せ
、
大
流
行
し
ま
し
た
。

俳
句
は
十
七
音
と
い
う
限
ら
れ
た
文
字
数
の
中
で
、
自
然
の
美
し
さ
や
人
の
心
情
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
季
語
を
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
作
者
の
意
図
す
る
情
景
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
事
が
で
き
ま
す
。

季
語
と
は
、
そ
の
言
葉
が
入
る
だ
け
で
、
誰
も
が
そ
の
季
節
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
言
葉
の
事
を
言
い
ま
す
。

●
起
源
・
歴
史
・・・
江
戸
時
代
に
確
立

「
俳
句
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
百
年
前
、
正
岡
子
規
〔
ま
さ
お
か
し
き
〕
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

俳
句
は
江
戸
時
代
に
は
俳
諧
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
俳
諧
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
は
「
こ
っ
け
い
」・「
お
も
し
ろ
味
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

さ
か
ん
に
創
ら
れ
た
連
歌
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

連
歌
は
も
と
も
と
は
、
優
雅
な
美
の
世
界
を
め
ざ
す
も
の
で
し
た
が
、
や
が
て
本
来
の
道
か
ら
そ
れ
て
こ
っ
け
い
な
言
葉
の
遊
び

と
な
り
ま
し
た
。
次
第
に
、
連
歌
の
上
の
句
（
五
・
七
・
五
）
が
独
立
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
の
「
俳
句
」
の
も
と
に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
独
立
し
た
か
た
ち
の
も
の
を
、「
俳
諧
の
句
」
と
呼
び
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
「
奥
の
細
道
」
の
作
者
で
有
名
な
松
尾
芭
蕉
な
ど
が
活
躍
し
、
広
く
庶
民
に
も
俳
諧
の
文
化
が
流
行
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
維
新
後
に
登
場
し
た
正
岡
子
規
が
、
こ
の
古
く
か
ら
の
詩
の
か
た
ち
を
、
新
し
い
詩
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と

考
え
、「
俳
句
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
今
な
お
、
そ
の
形
態
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す

「
季
語
」
な
ど
の
俳
句
が
も
つ
厳
密
な
ル
ー
ル
は
問
い
ま
せ
ん
。
季
語
が
な
く
て
も
、
多
少
「
字
余
り
」

「
字
足
ら
ず
」
で
あ
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

厳
密
な
ル
ー
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
、
感
じ
た
こ
と
、
思
っ
た
こ
と
を
五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て

自
由
に
表
現
す
る
独
自
の
表
現
手
法
は
「
俳
句
」
な
ら
ぬ
「
新
俳
句
」
で
す
。

俳
句
と
は
・
・
・
・
・

新
俳
句
と
は
・
・
・
・
・
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◎
俳
句
を
創
る
二
つ
の
約
束

★
五
・
七
・
五
の
十
七
音
で
創
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。（
俳
句
は
詩
＝
十
七
音
の
調
べ
・
リ
ズ
ム
が
命
で
す
。）

に
ゃ
あ
に
ゃ
あ
＝
（　
　

）
音　
　

じ
ゅ
ぎ
ょ
う
ち
ゅ
う
＝
（　
　

）
音　
　

し
ょ
っ
ぱ
い
＝
（　
　

）
音

★
ひ
と
つ
の
俳
句
に
ひ
と
つ
だ
け
季
語
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。（
俳
句
は
季
語
に
語
ら
せ
る
詩
で
す
）

（
誤
）
風
鈴
が
私
の
心
を
夏
色
に　
　

↓
（
正
）
風
鈴
が
私
の
心
を
水
色
に

◎
俳
句
の
二
つ
の
創
り
方

★
一
物
仕
立
＝
ひ
と
つ
の
事
柄
だ
け
を
一
句
に
表
す
方
法
で
、一
句
一
章
で
表
す
こ
と
が
多
い
。

道
の
べ
の
木
槿
（
む
く
げ
）
は
馬
に
く
は
（
わ
）
れ
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
尾　

芭
蕉

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
岡　

子
規

★
取
り
合
わ
せ
＝
二
つ
の
事
柄
を
複
合
し
て
一
句
に
表
す
方
法
で
二
句
一
章
で
表
す
こ
と
が
多
い
。

五
月
雨
や
上
野
の
山
も
見
あ
き
た
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

正
岡　

子
規

か
た
つ
む
り
甲
斐
も
信
濃
も
雨
の
な
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
田　

龍
太

◎
切
れ

★
俳
句
は
モ
ノ
に
語
ら
せ
て
気
持
ち
を
伝
え
る
詩
で
す
の
で
、
事
柄
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

詠
嘆
を
導
い
て
感
動
を
深
め
た
り
、
間
と
休
止
を
生
じ
さ
せ
、
広
が
り
を
も
た
せ
た
り
す
る
た
め
に

切
れ
や
切
れ
字
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
切
れ
字
に「
や
」「
か
な
」「
け
り
」
が

あ
り
ま
す
。

古
池
や
蛙
（
か
わ
ず
）
飛
び
込
む
水
の
音　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

松
尾　

芭
蕉

つ
ば
め
つ
ば
め
泥
が
好
き
な
る
燕
（
つ
ば
め
）
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
見　

綾
子

◎
虫
食
い
俳
句

★
○
に
一
音
の
言
葉
（
季
語
）
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。（
↓
ヒ
ン
ト
）

▽
○
○
○
○
○
○
新
品
の
風
が
街
を
行
く　

↓　

そ
の
年
に
初
め
て
吹
く
南
寄
り
の
強
い
風　

漢
字
三
文
字

▽
○
○
○
○
○
直
視
出
来
な
い
君
の
顔　

↓　

強
い
太
陽
の
日
差
し
の
も
と　

漢
字
三
文
字

▽
○
○
○
○
○
私
を
置
い
て
い
か
な
い
で　

↓　

ツ
バ
メ
や
白
鳥
な
ど
別
名
候
鳥

▽
掴
ん
で
も
あ
ふ
れ
る
程
の
○
○
○
○
○　

↓　

天
文　

冬
の
天
の
川　

漢
字
三
文
字

俳
句
の
創
り
方
・
・
・
・

【
こ
た
え
】　

４
・
５
・
４　
　
　

春
一
番
・
炎
天
下
・
渡
り
鳥
・
冬
銀
河
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冬
に
飽
き
潮
の
匂
い
を
嗅
ぎ
に
来
た

赤
城
山
顔
を
洗
っ
た
よ
う
な
春

パ
パ
聞
い
て
今
年
の
花
火
は
彼
と
行
く

春
眠
を
抜
け
て
始
ま
る
次
の
道

公
転
を
忘
れ
た
や
う
に
雪
が
降
る

ブ
ラ
ジ
ル
に
は
月
の
休
憩
所
が
あ
る
の

龍
天
に
昇
る
や
船
を
造
る
町

さ
ま
ざ
ま
な
祈
り
の
レ
モ
ン
夏
近
し

石
こ
う
と
夏
の
教
室
二
人
き
り

冬
空
が
パ
リ
リ
と
割
れ
る
く
つ
の
裏

誰
れ
の
目
に
も
留
ま
ら
ず
落
ち
る
流
れ
星

思
い
出
は
裏
表
紙
に
も
描
け
る
ん
だ

稲
光
誰
か
の
怒
り
知
ら
せ
て
る

銀
杏
散
る
今
日
が
最
後
の
棒
高
跳

さ
く
ら
道
み
ん
な
と
違
う
角
曲
が
る

ラ
ケ
ッ
ト
を
抱
い
て
春
泥
飛
び
越
え
る

高
校
生
の
部
　
過
去
作
品
集
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新
俳
句
大
賞
応
募
学
校
紹
介

句
創
作
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
語
彙
や
表
現
力
が
豊
か
に
な
っ
て
い
ま
す

＜
＞

八
峰
町
立
峰
浜
小
学
校
　
赤
塚
麻
由
先
生

同
年
代
の
入
賞
句
を
活
用

＜
＞

帝
塚
山
学
院
中
学
校
　
若
林
三
枝
子
先
生

日
本
語
俳
句
編

　

わ
が
校
で
は
、
近
隣
の
お
寺
の
住
職
の
で
あ
る
柳
川
先
生
か
ら
、

各
学
年
と
も
に
年
に
１
〜
２
回
は
俳
句
授
業
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

授
業
内
容
は
、
出
張
授
業
で
あ
る
「
俳
句
教
室
」
だ
っ
た
り
、

児
童
が
お
寺
に
出
向
い
て
座
禅
と
と
も
に
俳
句
を
習
う
「
俳
句
道
場
」

だ
っ
た
り
、
様
々
で
す
。
学
校
行
事
に
柳
川
先
生
に
も
参
加
し
て

も
ら
い
、
そ
の
中
で
吟
行
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

児
童
に
は
、
い
つ
で
も
俳
句
が
つ
く
れ
る
よ
う
俳
句
手
帳
を
持
た

せ
て
お
り
、
俳
句
創
作
が
学
校
生
活
の
中
で
習
慣
化
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
俳
句
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
な
い
１
年
生
で
も
季
節
の

言
葉
が
自
然
と
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
中
高
学
年
で
は
語
彙
や

表
現
力
が
豊
か
に
な
り
、
他
の
分
野
に
お
い
て
も
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
力
が
高
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

新
俳
句
大
賞
へ
の
応
募
も
、
児
童
た
ち
に
と
っ
て
は
腕
試
し
で
あ
り
、

通
常
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
評
価
を
受
け
る
機
会
と
し
て
活
用

し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
、
冬
休
み
の
宿
題
で
俳
句
を
創
り
、
新
俳
句
大
賞
に
応
募

し
て
い
ま
す
。

　

新
俳
句
大
賞
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
俳
人

だ
け
で
な
く
同
年
代
の
方
で
も
上
位
賞
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
、

生
徒
に
と
っ
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
高
く
俳
句
創
作
に
取
り
組
ん
で

い
る
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

　

著
名
な
俳
人
の
句
だ
け
で
な
く
同
年
代
の
面
白
い
俳
句
を
紹
介

す
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
自
身
の
言
葉
で
も
俳
句
を
創
れ
る
こ
と

を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
新
俳
句
大
賞
は
俳
句
授
業
に
は

欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

継
続
的
に
創
作
す
る
こ
と
で
、
俳
句
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る ＜

＞

愛
知
県
立
安
城
高
等
学
校
　
髙
橋
貴
絵
先
生

　

当
校
は
、
文
芸
部
や
授
業
の
中
で
、
積
極
的
に
俳
句
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
俳
句
の
作
り
方
を
学
ん
だ
後
、
俳
句
づ
く
り

を
し
、
句
会
を
通
じ
て
俳
句
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

文
芸
部
が
出
版
し
て
い
る
文
芸
誌
「
ユ
ニ
コ
ー
ン
」
で
は
、
句
会

に
出
し
た
俳
句
や
句
会
の
結
果
を
掲
載
し
、
各
教
室
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
部
活
動
だ
け
で
な
く
、
授
業
の
中
で
も
時
々
グ
ル

ー
プ
句
会
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
創
作
し
た
俳
句
は
、
時
期
や
内
容

に
合
わ
せ
て
全
国
の
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
に
投
句
し
て
い
ま
す
。

　

新
俳
句
大
賞
は
、
６
年
前
か
ら
冬
休
み
の
課
題
や
授
業
の
宿
題
で

取
り
組
ま
せ
て
い
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
し
、
賞
に
選
出
さ
れ

る
こ
と
で
、
俳
句
へ
の
興
味
・
関
心
が
よ
り
高
ま
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　

新
俳
句
大
賞
は
「
お
〜
い
お
茶
」
に
掲
載
さ
れ
る
た
め
、
生
徒
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
コ
ン
テ
ス
ト
と
し
て
活
用
し
て
い
ま

す
。

＜

　

児
童
た
ち
の
語
彙
力
低
下
が
懸
念
さ
れ
、　

言
葉
を
大
切
に
育
ん
で

欲
し
い  

と
い
う
思
い
か
ら　

年
前
か
ら
新
俳
句
大
賞
に
取
り
組
み

始
め
ま
し
た
。
五
・
七
・
五
と
い
う
短
い
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
の
中
に

 

楽
し
い 

、
嬉
し
い
、
悲
し
い 

と
い
う
言
葉
で
な
く
、
違
う
言
葉
で
自
分

の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
、
絵
が
見
え
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に

す
る
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
無
理
せ
ず
楽
し
く
自
由
に
創
作
さ
せ
る
た
め
、
職
員
室

の
前
に
そ
の
月
の
季
語
表
を
掲
示
し
た
り
、
俳
句
投
函
Ｂ
Ｏ
Ｘ
を
設
置
し
、

毎
月
五
百
句
の
応
募
の
中
か
ら
優
秀
な
作
品
を
校
長
先
生
賞
と
し
て
発
表

し
て
い
ま
す
。
給
食
時
間
に
発
表
す
る
の
で
す
が
、
子
供
た
ち
は
期
待
と

不
安
で
こ
の
日
だ
け
は
学
校
内
が
静
寂
に
な
り
、
放
送
に
聞
き
入
っ
て

い
ま
す
。
い
つ
も
入
る
こ
と
の
な
い
校
長
室
で
の
表
彰
式
も
子
供
た
ち
の

創
作
意
欲
を
刺
激
す
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
当
校
で
は
日
常
に
俳
句
を
創
作
す
る
こ
と
で
、
言
葉
に

こ
だ
わ
り
、
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
意
見
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
児
童

が
増
え
、
家
族
や
友
達
と
の
ひ
と
つ
の
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル

に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
新
俳
句
大
賞
は
賞
金
が
出
た
り
、

 

お
〜
い
お
茶 

に
掲
載
さ
れ
る
た
め
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
興
味

を
引
く
コ
ン
テ
ス
ト
で
す
。

自
分
の
言
葉
で
意
見
が
言
え
る
子
供
が
増
え
ま
し
た

＞

福
山
市
立
御
幸
小
学
校
　
桒
田
美
穂
子
先
生
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