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さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
に
出
会
う
楽
し
さ

歳
時
記
は
日
本
文
化
の
百
科
事
典

歳
時
記
の
言
葉
に
、な
ぜ
共
感
や
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
る
の
だ
ろ
う
。

日
本
人
の
伝
統
文
化
が
詰
ま
っ
た
こ
の
書
物
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
。

現
代
的
な
日
常
を
送
る
私
た
ち
は
、歳
時
記
と
ど
う
付
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

歳
時
記
を
知
り
、暮
ら
し
に
活
用
す
る
ヒ
ン
ト
を
長
谷
川
さ
ん
に
聞
い
た
。

俳人

長谷川 櫂
●はせがわ・かい　1954年熊本県
生まれ。俳句結社「古志」主宰。東
海大学文学部文芸創作学科特任教授。
朝日俳壇選者。「季語と歳時記の会」
代表。句集『虚空』で読売文学賞を
受賞。2004年から読売新聞に詩歌
コラム「四季」を連載中。

一
家
に
一
冊
あ
る
と
い
い

こ
の
世
の
森
羅
万
象
を
網
羅
す
る
書
物

と
し
て
百
科
事
典
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

博
物
学
の
成
果
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

こ
ろ
に
で
き
た
百
科
全
書
と
い
う
本
が
発

展
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
博
物
学
的
な
成
果

を
ま
と
め
た
書
物
は
あ
り
ま
し
た
が
、
百

科
事
典
自
体
は
明
治
の
文
明
開
化
の
時
代

に
な
っ
て
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
で

す
。そ

れ
に
対
し
て
、
元
来
こ
の
国
で
百
科

事
典
的
な
役
割
を
し
て
い
た
書
物
が
歳
時

記
で
す
。

歳
時
記
に
は
季
語
が
並
ん
で
い
て
、
そ

の
解
説
が
あ
っ
て
、
そ
の
季
語
を
使
っ
た

俳
句
が
載
っ
て
い
ま
す
。
す
で
に
江
戸
時

代
末
期
に
は
い
ま
の
形
に
近
い
も
の
に
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
き

た
百
科
事
典
と
比
べ
る
と
大
き
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。

歳
時
記
で
は
す
べ
て
の
項
目
を
春
夏
秋

冬
と
い
う
季
節
の
順
に
配
列
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
は
た
と
え
ば
初
春
、

仲
春
、
晩
春
と
い
う
よ
う
に
「
初
め
」

「
た
け
な
わ
」「
終
わ
り
」
が
あ
り
ま
す
の

で
、
全
部
で
十
二
の
季
節
の
め
ぐ
り
に
そ

っ
て
項
目
が
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
五
十
音

順
と
い
う
機
械
的
か
つ
無
機
的
な
分
類
に

よ
っ
て
い
る
百
科
事
典
と
比
べ
る
と
、
大

き
な
違
い
で
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
っ

た
の
か
は
、
次
に
述
べ
る
歳
時
記
の
起
源

と
関
連
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
歳
時
記
に
は
二
つ
の
ル
ー
ツ
が

あ
り
ま
す
。

一
つ
は
中
国
の
歳
時
記
で
す
。『
荊け
い

楚そ

歳
時
記
』
な
ど
、
い
く
つ
か
が
あ
り
ま
す

が
、
時
の
め
ぐ
り
に
伴
う
年
中
行
事
や
自

然
界
の
変
化
な
ど
が
記
さ
れ
た
中
国
の
宇

宙
観
を
物
語
る
書
物
で
す
。

こ
れ
は
農
耕
民
族
で
あ
る
中
国
の
人
び

と
が
、
種
ま
き
や
稲
刈
り
な
ど
、
農
作
業

の
た
め
に
使
う
実
用
的
な
暦
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
、
日
本
の
歳
時
記
の
よ
う

に
詩
歌
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
の
起
源
は
、『
古
今
和
歌
集
』

に
代
表
さ
れ
る
勅
撰
和
歌
集
で
す
。
恋
や

旅
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る

中
で
、
一
番
は
じ
め
の
部
に
四
季
の
歌
が

並
ん
で
い
ま
す
。
詩
歌
を
季
節
に
よ
っ
て

分
け
る
と
い
う
考
え
方
が
、
こ
の
時
点
で

す
で
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

一
方
に
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ

ア
の
農
耕
の
暦
が
あ
り
、
一
方
に
日
本
の

和
歌
集
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
つ
が
全
体
融

合
し
た
も
の
が
日
本
の
歳
時
記
な
の
で
す
。

現
代
で
は
歳
時
記
は
ま
ず
俳
句
の
手
引

書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も

と
も
と
は
連
句
を
巻
く
際
の
大
切
な
手
引

き
で
も
あ
り
ま
し
た
。
連
句
を
巻
く
に
は
、

花
の
句
や
月
の
句
が
あ
る
な
ど
、
四
季
に

関
連
す
る
重
要
な
規
則
が
あ
る
の
で
、
歳

時
記
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た

の
で
す
。

い
ま
で
は
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
暮
ら

し
方
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
は
歳

時
記
を
引
い
て
も
ら
う
の
が
い
ち
ば
ん
で

す
。
歳
時
記
を
開
け
ば
、
衣
食
住
の
こ
と

か
ら
年
中
行
事
ま
で
日
本
の
こ
と
は
た
い

が
い
わ
か
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
手
紙
の
あ
い
さ
つ

を
書
く
際
に
も
使
え
ま
す
し
、
端
午
の
節

句
や
七
夕
な
ど
年
中
行
事
を
知
っ
て
い
れ

ば
、
季
節
季
節
の
お
祝
い
も
で
き
ま
す
。

暮
ら
し
に
合
わ
せ
た
使
い
み
ち
が
い
ろ
い

ろ
と
あ
る
の
で
す
よ
。
一
家
に
一
冊
あ
る

と
い
い
と
思
い
ま
す
。

歳
時
記
を
学
ぶ
場

日
本
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
だ
け
重
要
な

書
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
歳
時
記
を
研
究
す
る
学
問
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
理
由
は
、
歳
時
記
が
さ
ま
ざ

ま
な
学
問
領
域
に
ま
た
が
る
書
物
だ
か
ら

で
す
。

た
と
え
ば
、
起
源
の
一
端
と
な
っ
た
農

耕
を
考
え
る
だ
け
で
も
、
自
然
科
学
に
か

か
わ
る
多
く
の
知
識
を
必
要
と
し
ま
す
。




