
 
 

 
 

令
和
四
年 
秋
季
俳
句
会
（
令
和
四
年
十
月
）
「
句
評
」 

「
秋
」
の
季
語
を
含
む
一
～
五
句 

 

一
、「
特
選
句
」 

選
定
句
評 

 
 
 
 

〇
墳
（
つ
か
）
の
主
名
乗
ら
ぬ
ま
ま
の
秋
の
月  

 
 
 
 
 

中
野
亘
子 

  
 
 
 
     

◆
無
口
で
正
義
感
に
満
ち
倫
理
の
人
が
故
郷
に
静
か
に
眠
る
様
を
詠
ん
だ
句
に
思
え
る
。
友
人
を
亡
く
し
た

人
間
に
は
心
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

都 

福
仁 

 

〇
大
和
路
の
歌
碑
彩
り
て
曼
殊
沙
華 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
亘
子 

 
 
 
 
 

◆
大
和
路
と
い
う
歴
史
的
な
名
所
、
色
彩
感
覚
に
満
ち
た
情
景
も
い
い
う
え
に
、
選
ば
れ
た
言
葉
も
簡
潔
で

美
し
い
と
思
い
ま
す
。                                   

  
     

山
家
由
紀 

  
 
 
 

〇
猫
じ
ゃ
ら
し
塀
の
隙
間
の
土
僅
か 

                   

中
野
亘
子 

 
 
 
 
 

◆
着
眼
点
に
感
服
。
猫
じ
ゃ
ら
し
が
揺
れ
る
景
色
に
命
の
尊
さ
を
表
し
、「
強
く
生
き
ろ
」
と
励
ま
し
て
く
れ

て
い
る
よ
う
な
句
。                                     

  
     

藤
井
光
正 

  
 
 

〇
奥
琵
琶
湖
ま
ん
丸
の
月
の
泳
ぐ
な
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

戸
堂
博
之 

 
 
 
 
 

◆
空
の
ま
ん
丸
い
月
が
、
奥
琵
琶
湖
の
水
面
に
う
つ
っ
て
い
る
の
が
泳
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楠
野
圭
子 

  
 
 
 

〇
バ
ッ
タ
の
子
小
さ
き
影
も
生
き
て
こ
そ 

            

藤
井
光
正 

 
 
 
 
 

◆
「
生
き
も
の
」（
バ
ッ
タ
）
の
影
の
あ
り
さ
ま
に
視
点
を
当
て
、「
生
き
て
い
る
」
こ
と
の
意
義
を
表
現
し

た
点
は
素
晴
ら
し
い
。                                   

  
     

前
田
秀
一 

  
 
 

〇
鳴
き
鳴
き
て
啼
き
て
逝
く
の
か
秋
の
蝉 

 
 
 
 
 
 
 
 

藤
井
光
正 

 
 
 
 
 

◆
色
々
な
出
来
事
へ
の
切
な
さ
、
悔
し
さ
、
哀
し
み
、
泣
き
た
い
思
い
が
、
痛
い
く
ら
い
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
本
展
子 

  
 
 
 

〇
「
来
ま
し
た
よ
」
炎
揺
ら
め
き
秋
彼
岸 

            

加
龍
恵
子 

 
 
 
 
 
     

◆
静
か
に
「
魂
の
交
流
」
が
感
じ
ら
れ
る
墓
参
り
の
様
子
。
自
分
も
心
を
整
え
て
お
墓
参
り
し
た
い
と
思
い

ま
し
た
。                                              

      

西
村
敏
治 

  
 
 
 
     

◆
「
来
ま
し
た
よ
」
の
一
言
で
夫
に
会
い
に
来
た
喜
び
が
表
現
さ
れ
、
紅
く
乱
れ
咲
き
風
に
揺
れ
て
い
る
彼

岸
花
が
目
に
浮
か
ぶ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
藤
茂
弘 

  
 
 
 

〇
永
き
友
急
い
で
逝
く
か
秋
さ
び
し 

                   

西
村
敏
治 

 
 
 
 
 

◆
そ
の
ま
ま
の
素
直
な
お
気
持
ち
の
句
に
心
よ
り
共
感
し
涙
い
た
し
ま
す
。    

加
龍
恵
子 

 
 
 
 
 

◆
つ
く
づ
く
亡
き
友
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
田
以
登 



 
 
 
 

〇
や
さ
し
さ
を
人
に
伝
へ
し
紅
葉
散
る 

 
 
 
 
 
  

佐
藤
茂
弘 

  
 
 
 
     

◆
い
つ
で
も
誰
に
で
も
優
し
く
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
陽
典
さ
ん
を
散
る
紅
葉
に
擬
え
た
心
に
沁
み
る
追
悼

の
句
だ
と
思
い
ま
し
た
。                                 

  
     

中
野
亘
子 

 
 
 
 
 

◆
一
読
。
俳
句
の
豊
か
さ
を
伝
え
て
下
さ
っ
た
今
は
亡
き
リ
ー
ダ
ー
陽
典
氏
が
脳
裏
に
浮
か
び
、
又
、
句
の 

佇
ま
い
の
好
も
し
さ
に
、
特
選
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

網 

佑
子 

   
 
 
 
  

〇
知
ら
ぬ
間
に
手
振
り
合
わ
せ
て
盆
踊
り 

            

吉
田
以
登 

 
 
 
 
 

◆
秋
の
句
は
う
っ
と
う
し
い
の
が
多
い
中
で
、
生
き
生
き
と
し
て
若
さ
を
感
じ
ま
す
。「
ヨ
イ
ヨ
イ
ヨ
イ
」
と

心
は
今
も
盆
踊
り
で
す
。                                 

  
     

戸
堂
博
之 

  
 
 

〇
秘
め
事
も
照
ら
し
出
す
よ
な
今
日
の
月 

      
 
 
 

野
本
展
子 

 
 
 
 
 

◆
今
年
の
月
は
、
と
り
わ
け
明
る
く
美
し
か
っ
た
で
す
。
秘
め
事 

が
素
晴
ら
し
い
。 

吉
澤
志
保
子 

  
 
 
 
     

◆
今
年
は
十
五
夜
、
十
三
夜
と
も
月
を
愛
で
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
月
に
人
が
住
む
時
代
、
自
然
の
大
き

な
力
と
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

三
木
徳
彦 

 

二
、「
編
集
後
記
」 

 

◆
戸
堂
博
之
さ
ん
の
紹
介
で
、
藤
井
光
正
さ
ん
が
「「
投
句
」
＆
「
選
句
」
会
員
と
し
て
入
会
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

藤
井
光
正
さ
ん
の
自
己
紹
介
： 

 
 

 

本
年
四
月
一
日
付
け
で
三
国
丘
高
校
長
を
拝
命
し
た
藤
井
光
正
と
申
し
ま
す
。 

芥
川
高
校
で
四
年
間
、
八
尾
高
校
で
五
年
間
校
長
を
務
め
、
十
年
目
の
今
年
皆 

様
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

俳
句
と
は
縁
遠
く
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
句
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

戸
堂
博
之
様
か
ら
「
老
後
の
趣
味
と
し
て
俳
句
は
最
高
で
す
よ
」
と
お
誘
い
い 

た
だ
き
、
僭
越
で
す
が
入
会
を
願
い
出
ま
し
た
。 

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

◆
岩
壷
克
哉
さ
ん
（
八
月
九
日
）
に
続
き
、
中
野
陽
典
さ
ん
（
九
月
十
七
日
）
が
黄
泉
の
国
へ
旅
立
た
れ
、

富
岡
訓
子
さ
ん
（
三
月
十
九
日
）
と
併
せ
三
人
と
の
淋
し
い
お
別
れ
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
こ
に
、
生
前
の
ご
活
躍
を
偲
び
、
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。 

  
 
 

五
月
闇
筆
箱
横
に
花
母
か
ら
だ 

 
 
 
 
 

岩
壺
克
哉 

 

こ
の
度
、
私
も
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
初
め
て
俳
句
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。 

 

先
日
、
夏
井
い
つ
き
著
（
二
〇
二
二
年
版
）『
３
６
５
日
季
語
手
帖
』（
レ
ゾ
ン
ク
リ
エ
イ
ト
）
を
購
入
し
て
学
ぶ
中
で
、

ま
ね
ご
と
で
詠
ん
だ
三
句
で
す
（「
夏
季
俳
句
会
」
句
報
参
照
）。 

 

「
夏
季
俳
句
会
」
へ
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
な
ら
ば
誠
に
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
壷
克
哉 



  
 

老
後
又
か
く
て
二
人
や
柏
餅 

 
 
 
 
 

中
野
陽
典 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

夏
季
俳
句
会
（
令
和
三
年
六
月
） 

最
後
の
投
句
作
品
よ
り 

  

中
野
陽
典
さ
ん
は
、
令
和
三
年
「
夏
季
俳
句
会
」
に
五
句
投
句
さ
れ
て
後
入
院
手
術
を
さ
れ
た
由
、
そ
の
後
、
リ
ハ
ビ

リ
の
成
果
も
あ
っ
て
か
な
り
状
態
が
よ
く
な
ら
れ
、「
冬
季
・
新
年
俳
句
会
」（
令
和
四
年
一
月
）
お
よ
び
「
春
季
俳
句
会
」

（
令
和
四
年
四
月
）
に
は
、
総
括
講
評
と
し
て
「
私
が
選
ん
だ
句
」
特
選
三
句
・
秀
句
一
二
句
を
挙
げ
会
員
を
励
ま
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

ま
た
、
当
会
の
先
駆
的
俳
句
会
で
あ
る
「
金
剛
俳
句
会
」
創
立
当
初
よ
り
七
年
半
（
二
〇
一
三
～
二
〇
二
〇
年
）
の
永

き
に
わ
た
り
主
宰
を
努
め
ら
れ
、
当
会
が
規
範
と
す
る
「
土
生
俳
句
論
」
に
つ
い
て
ご
指
導
と
と
も
に
「
会
」
の
運
営
に

お
い
て
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

生
前
の
ご
尽
力
に
深
く
感
謝
し
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

   

◆

「
土
生
重
次
師
俳
句
論
」（
＊
＊
） 

 
 
 
 
 

＊
＊
：
小
川
誠
二
郎
編
二
〇
〇
一
『
抄
録
・
重
次
俳
句
論
ー
土
生
重
次
、
か
く
語
り
き
ー
』（
復
刻
）
扉
俳
句
会
運
営
委
員
会 

 

当
会
が
規
範
と
す
る
土
生
重
次
師
の
俳
句
論
を
作
句
の
指
針
と
し
て
活
か
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
、

今
号
（
令
和
四
年
秋
季
俳
句
会
）
よ
り
基
本
編
か
ら
順
次
取
り
上
げ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

《
今
回
の
学
び
》 

  
 
 

俳
句
は
モ
ノ
に
託
し
て
心
を
詠
う
文
芸
で
あ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

百
四
十
四
頁 

   

冬
灯
皿
に
の
こ
り
し
海
老
の
殻 

 
 
 
 
 
 

松
田
黎
子 

  

「
冬 ふ

ゆ

灯
と
も
し
び

」
は
「
寒 か

ん

灯 と
う

」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
寒
中
の
灯
火
の
こ
と
で
は
な
い
。
寒
さ
の
き
び

し
い
冬
の
灯
火
を
い
う
。
山
本
健
吉
編
の
歳
時
記
に
よ
れ
ば
「
寒
々
と
し
た
冬
の
灯
火
の
こ
と
。
灯
火
が

身
じ
ろ
が
ず
と
も
っ
て
い
る
さ
ま
は
、
春
灯
の
艶
、
秋
灯
の
清
燈
と
は
ま
た
別
の
趣
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」 

と
述
べ
て
い
る
。 

 

右
の
句
の
色
彩
感
覚
の
豊
か
さ
が
、
こ
の
「
冬
灯
」
の
季
語
の
働
き
を
借
り
て
印
象
鮮
明
な
佳
句
と
し

て
顕
っ
て
い
る
。
宴
の
あ
と
、
と
い
っ
た
豪
華
な
食
事
で
は
あ
る
ま
い
。
庶
民
の
食
卓
に
ち
ら
か
さ
れ
た

「
海
老
の
殻
」
が
一
抹
の
わ
び
し
さ
を
誘
う
。
表
面
で
は
、
そ
う
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
な
い
。
ま
っ
た

く
「
も
の
」
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

「
俳
句
は
沈
黙
の
文
学
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
寄
物
陳
思
」（
＊
）
の
文
学
で
あ
る
。「
も
の
」
に
託
し

て
、
心
を
詠
う
の
で
あ
る
。
黎
子
作
の
「
こ
こ
ろ
」
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

＊
：
物
だ
け
を
表
面
的
に
歌
っ
て
思
い
を
表
現
す
る
，
い
わ
ゆ
る
隠
喩
（
例
え
の
形
式
）。 

 



    
 
 

俳
句
は
「
心
」
や
「
情
」
を
直
接
的
に
詠
っ
て
は
な
ら
な
い 

 
 
 

百
六
十
二
頁 

  

つ
い
つ
い
陥
る
「
身
近
な
観
念
的
」
と
い
う
陥
穽

か
ん
せ
い

（
落
と
し
穴
）
が
あ
る
。 

 

そ
れ
は
「
心
」
と
「
情
」
と
い
う
精
神
的
な
働
き
を
直
接
的
に
詠
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

以
下
の
句
は
総
合
誌
の
投
句
欄
に
、
入
選
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
れ
ら
の
「
心
」
や
「
情
」

は
ま
さ
し
く
常
識
的
で
あ
る
。
発
想
が
「
常
套
的
」
と
も
い
え
る
。 

  
 

 

急
逝
の
悔
い
を
深
め
て
姉
の
盆 

 

「
急
逝
」
と
言
わ
れ
れ
ば
「
悔
い
を
深
め
る
」
の
は
「
健
全
な
一
般
人
が
共
通
に
持
っ
て
い
る
、
ま
た

は
持
つ
べ
き
、
普
通
の
知
識
や
思
慮
分
別
」
で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
の
答
え
は
「
姉
の
盆
」
な
の
だ
か
ら

こ
れ
以
上
の
当
た
り
前
は
な
い
。 

 

わ
れ
わ
れ
は
俳
句
作
品
を
読
ん
で
、
作
者
と
感
動
を
共
有
し
た
い
の
だ
。
常
識
・
常
套
的
な
情
を
読
ま

さ
れ
て
も
鼻
白
む
だ
け
で
あ
る
。 

  
 

 
 

軒
淋
し
燕
帰
り
し
昨
日
今
日 

 

「
燕
」
が
帰
っ
た
「
昨
日
今
日
」
は
「
軒
」
が
「
淋
し
い
」
と
思
う
の
は
常
識
で
は
な
い
か
。 

  
 

 
 

耐
へ
忍
ぶ
大
暑
の
責
め
苦
病
上
り 

 

あ
え
て
言
う
こ
と
も
な
い
ほ
ど
の
「
当
た
り
前
」
で
あ
る
。 

  
 

 

余
生
は
や
透
き
て
み
え
け
り
月
見
草 

 
 

 

ま
だ
少
し
命
惜
し
め
る
茅
の
輪
か
な 

 
 

 

や
り
き
れ
ぬ
思
ひ
ぞ
深
む
盆
を
ど
り 

 
 

 

人
逝
き
て
又
人
逝
き
て
秋
の
風 

 

以
上
四
句
は
実
体
の
な
い
句
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 
 

 

 

「
観
念
的
」
と
は
、「
頭
の
中
だ
け
で
考
え
る
さ
ま
」
で
あ
る
が
、
考
え
た
結
果
「
情
的
に
表
現
」
し
た

と
き
こ
の
よ
う
な
作
品
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

心
の
句
の
弱
さ
は
、
季
節
は
何
で
も
よ
い
。
季
語
が
動
く
。
モ
ノ
で
詠
ん
だ
句
は
、
こ
れ
し
か
な
い
と
い

う
季
語
が
あ
る
筈
。 

 

 

編
集
人 

前
田
秀
一 

  


