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序　

論

　

久
保
田
万
太
郎
の
名
は
、
現
代
に
お
い
て
俳
句
を
作
る
者
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。

　

歳
時
記
を
ひ
も
と
く
と
、
万
太
郎
と
署
名
の
あ
る
句
が
、
例
句
と
し
て
た
く
さ
ん
載
っ
て
い
る
。
入
門
書
の
「
表

現
は
簡
潔
に
」
や
「
切
字
を
使
い
こ
な
す
」
な
ど
の
項
目
で
も
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
万
太
郎
の
句
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
万
太
郎
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
、
い
く
つ
か
の
解
説
書
を
ひ
ら
け
ば
、「
下
町
の
抒
情
俳
人
」
と
い
う

評
価
が
、
そ
こ
に
は
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
。

　

あ
る
作
家
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
と
き
、
そ
の
見
え
な
く
な
っ
た
下
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
作
家
の
い
ち
ば
ん
大

切
な
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
私
も
ま
た
、
万
太
郎
に
貼
ら
れ
た
、「
下
町
の
抒
情
俳
人
」

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
の
み
、
見
て
い
た
時
期
が
長
か
っ
た
。

　

そ
の
認
識
を
変
え
た
の
は
、
次
の
一
句
だ
っ
た
。

時
計
屋
の
時
計
春
の
夜
ど
れ
が
ほ
ん
と　
　
　
　

万
太
郎
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こ
の
「
時
計
屋
」
が
、
下
町
の
老
舗
の
時
計
屋
で
あ
る
と
考
え
る
理
由
は
、
ど
こ
に
も
な
い
。
た
と
え
ば
私
が
、

こ
の
句
を
読
ん
で
ま
っ
さ
き
に
思
い
出
し
た
の
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
『
バ
ッ
ク
・
ト
ゥ
・
ザ
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
』

の
冒
頭
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
を
研
究
し
て
い
る
博
士
の
実
験
室
で
、
無
数
の
時
計
が
置
か
れ
て
カ
チ
カ
チ
と
音
を
立
て

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
主
人
公
が
入
っ
て
く
る
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
句
を
虚
心
坦
懐
に
み
れ
ば
、
き
わ
め
て
モ
ダ
ン
で
、
時
間
と
い
う
概
念
の
不
思
議
さ
に
切
り
込
ん
だ
、
普
遍

的
な
詩
情
の
句
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

下
町
に
生
ま
れ
、
そ
の
人
情
あ
ふ
れ
る
雰
囲
気
を
、
衒
い
な
く
書
き
取
っ
た
俳
人
。
─
─
そ
ん
な
レ
ッ
テ
ル
を
、

剥
が
し
た
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
本
書
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
の
動
機
で
あ
る
。

　

万
太
郎
の
弟
子
で
あ
っ
た
成
瀬
櫻
桃
子
に
よ
れ
ば
、
万
太
郎
は
、

な
に
が
う
そ
で
な
に
が
ほ
ん
と
の
寒
さ
か
な

と
い
う
句
を
、
自
信
句
と
し
て
よ
く
揮
毫
し
て
い
た
そ
う
だ
（『
久
保
田
万
太
郎
の
俳
句
』
ふ
ら
ん
す
堂
、
平
成
七
年
）。

万
太
郎
の
小
説
「
市
井
人
」
の
中
で
も
、
俳
句
好
き
の
主
人
公
の
句
と
し
て
こ
れ
が
挙
げ
ら
れ
、
師
と
の
出
会
い
の

き
っ
か
け
に
な
る
。
物
語
を
す
す
め
る
、
要
と
し
て
登
場
す
る
の
だ
。

　

万
太
郎
が
心
に
抱
え
て
い
た
「
な
に
が
う
そ
」「
な
に
が
ほ
ん
と
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
は
、
虚
実
論
と
し
て
、
俳

句
に
お
い
て
昔
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
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俳
諧
と
い
ふ
は
別
の
事
な
し
、
上
手
に
嘘
を
つ
く
事
な
り
。　　
　

各
務
支
考　
『
俳
諧
十
論
』
享
保
４
年
刊

　

支
考
は
芭
蕉
の
弟
子
の
一
人
で
、
芭
蕉
の
教
え
を
大
系
立
て
て
理
論
化
し
、
全
国
に
広
め
た
。
そ
の
過
程
で
作
ら

れ
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
風
の
言
葉
で
、
俳
諧
の
表
現
に
お
け
る
、
現
実
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
虚
構
の
要
素
の
重
要
性

を
指
摘
し
た
も
の
だ
。

　

成
瀬
氏
の
伝
え
る
、
万
太
郎
の
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
支
考
の
俳
句
論
と
、
時
代
や
流
派
を
超
え
て
、
あ
ざ
や
か

な
一
致
を
見
せ
る
。

　

昭
和
二
十
年
、
戦
火
を
避
け
て
鎌
倉
に
住
ん
で
い
た
万
太
郎
が
、
あ
る
句
会
で
、

東
京
に
出
な
く
て
い
ゝ
日
鷦
鷯

と
詠
ん
だ
。
同
じ
句
座
に
い
た
人
々
が
、「
先
生
、
み
そ
さ
ざ
い
が
い
ま
し
た
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
万
太
郎
は

た
ち
ど
こ
ろ
に
、「
見
な
け
り
ゃ
作
っ
て
い
け
ま
せ
ん
か
」
と
切
り
返
し
、
一
同
は
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

沢
に
近
い
と
こ
ろ
に
棲
息
す
る
「
鷦
鷯
」
は
、
都
会
か
ら
離
れ
た
田
舎
の
情
景
を
想
像
さ
せ
る
。「
東
京
に
出
な

く
て
い
ゝ
日
」
の
解
放
感
を
裏
付
け
る
た
め
に
、「
鷦
鷯
」
の
季
語
の
効
果
を
期
待
し
て
、
そ
こ
に
置
く
。
実
際
に

い
た
か
、
い
な
か
っ
た
か
は
、
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
東
京
に
出
る
用
事
の
な
い
日
に
、
ミ
ソ
サ
ザ
イ
が
姿
を
見
せ

た
ら
、
い
っ
そ
う
寛
い
だ
気
分
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
実
感
が
あ
る
。
万
太
郎
は
、
ま
さ
に
、「
上
手
に
嘘
」
を
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つ
い
た
わ
け
だ
。

「
な
に
が
う
そ
」「
な
に
が
ほ
ん
と
」
と
考
え
続
け
た
万
太
郎
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
に
い
な
い
ミ
ソ
サ
ザ
イ
を
、
言

葉
の
上
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
い
う
意
識
を
持
た
な
い
人
々

─
─
い
ま
、
そ
こ
に
あ
る
現
実
が
す
べ
て
と
考
え
る
、
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
理
解
し
が
た
い
こ
と
で

あ
っ
た
の
だ
。

　

む
ろ
ん
、
虚
実
論
は
、
俳
句
論
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
近
松
門
左
衛
門
の
「
虚
実
皮
膜
」
論
を
持
ち
出
す
ま

で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
芸
道
の
真
実
と
は
、
虚
と
実
の
微
妙
な
は
ざ
ま
に
な
り
立
つ
も
の
だ
。

　

だ
が
、
万
太
郎
は
、
本
業
で
あ
る
は
ず
の
戯
曲
や
小
説
よ
り
も
、
俳
句
の
中
で
こ
そ
、「
上
手
に
嘘
を
つ
く
」
こ

と
が
で
き
た
。
照
れ
屋
で
あ
っ
た
と
い
う
万
太
郎
は
、
戯
曲
や
小
説
で
は
、
思
い
切
っ
て
「
実
」
を
出
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
当
人
と
し
て
は
「
実
」
を
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
代
の
私
か

ら
み
る
と
、
万
太
郎
の
生
々
し
い
本
音
が
、
戯
曲
や
小
説
か
ら
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。「
実
」
が
な
け
れ
ば
、「
虚
」

も
生
き
な
い
。
淋
し
い
こ
と
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
、
万
太
郎
の
戯
曲
や
小
説
よ
り
も
、
は
る
か
に
俳
句
の
評
価
が

高
い
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
東
京
に
出
な
く
て
い
ゝ
日
」
と
い
う
、
ほ
ろ
っ
と
こ
ぼ
れ
出
た
万

太
郎
の
本
音
を
受
け
止
め
た
の
は
、
俳
句
と
い
う
十
七
音
の
小
さ
な
器
で
あ
っ
た
。

＊
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俳
句
史
の
上
で
、
虚
の
句
に
長
け
た
俳
人
と
言
え
ば
、
や
は
り
蕪
村
を
措
い
て
他
に
な
い
。

鳥
羽
殿
へ
五
六
騎
い
そ
ぐ
野
分
か
な	

蕪
村

雲
の
峰
に
肘
す
る
酒
吞
童
子
か
な

草
枯
れ
て
狐
の
飛
脚
通
り
け
り

　

乱
世
の
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
り
、
怪
異
を
登
場
さ
せ
た
り
。
蕪
村
は
、
自
在
に
虚
の
世
界
を
構
築
し
た
。

　

万
太
郎
は
、
虚
を
意
識
し
た
俳
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
わ
か
り
や
す
い
空
想
の
句
は
、
存
在
し
な
い
。
私
小

説
的
な
句
と
同
様
に
、
あ
か
ら
さ
ま
な
虚
構
の
句
も
、
万
太
郎
の
期
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。「
ど
れ
が
ほ
ん

と
」
と
、
悩
み
、
迷
い
な
が
ら
、
虚
と
実
の
融
合
と
い
う
難
し
い
境
地
に
挑
ん
だ
の
が
、
万
太
郎
だ
。

　

実
に
近
づ
き
過
ぎ
れ
ば
、
現
実
あ
り
の
ま
ま
の
、
只
事
に
な
る
。
虚
に
傾な

だ

れ
れ
ば
、
絵
空
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

万
太
郎
は
、「
ど
れ
が
ほ
ん
と
」「
な
に
が
う
そ
で
な
に
が
ほ
ん
と
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
虚
と
実
の
間
に
、
世

界
の
真
実
を
見
極
め
よ
う
と
、
足
掻
き
続
け
た
俳
人
で
あ
っ
た
。

　

足
掻
こ
う
と
、
も
が
こ
う
と
、
俳
句
を
作
る
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
の
ほ
か
、
何
も
な
い
。
し
か
も
、

ご
く
少
な
い
数
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

万
太
郎
が
、
足
掻
き
続
け
ら
れ
た
の
は
、
少
な
い
言
葉
を
操
る
、
高
度
な
技
巧
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

万
太
郎
の
言
葉
の
力
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
あ
ま
り
切
り
込
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ご
く
平
明
で
、
力
み
の
な
い
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句
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
心
の
底
か
ら
自
然
に
湧
い
て
き
た
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
万
太
郎
自
身
も
、
句

が
生
ま
れ
る
時
に
は
「
浮
か
ぶ
」「
ひ
ょ
い
と
、
偶
然
に
口
に
の
ぼ
る
」
と
い
う
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
て
い

る
（
中
山
善
三
郎
と
の
対
談
、「
春
燈
」
昭
和
三
十
九
年
五
月
号
）。

　

だ
が
、「
ど
れ
が
ほ
ん
と
？
」
と
い
う
、
存
在
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
い
か
け
に
対
す
る
の
に
、
自
然
、
天
然
だ

け
で
挑
め
る
は
ず
も
な
い
。
虚
実
の
間
を
攻
め
る
と
い
う
の
が
、
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
い
こ
と
で
あ
れ
ば
、
苦
労
は
な

い
。

　

万
太
郎
の
表
現
の
巧
さ
に
つ
い
て
、
探
っ
て
み
た
い
。
本
書
は
ま
ず
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
章
で
は
、
万
太
郎
の
俳
句
を
、
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
検
証
し
て
い
る
。「
文
人
俳
句
」
と
い
わ
れ
、
い
わ
ゆ

る
正
統
と
さ
れ
る
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
俳
句
と
は
距
離
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
ど
う
い
う
点
が
違
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
近
代
以
前
の
古
俳
諧
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
季
語
や
切
字
と
い
っ
た
、

伝
統
的
な
俳
句
の
要
素
に
、
万
太
郎
は
ど
う
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
。
万
太
郎
俳
句
の
表
現
を
対
象
に
、
そ
の
歴
史

的
な
位
置
づ
け
を
試
み
た
。

　

第
Ⅱ
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
論
じ
て
い
く
中
で
見
え
て
来
た
、
万
太
郎
の
表
現
の
独
自
性
に
つ
い
て
、
取
り

上
げ
て
い
る
。
先
人
や
同
時
代
の
俳
人
に
は
見
ら
れ
な
い
、
表
現
や
主
題
の
独
自
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
従
来
の

万
太
郎
に
貼
ら
れ
て
い
た
「
下
町
の
抒
情
俳
人
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
剥
が
す
の
が
目
的
で
あ
る
。

　

そ
し
て
結
論
で
は
、
ふ
た
た
び
序
論
の
問
題
意
識
、
す
な
わ
ち
、「
ど
れ
が
ほ
ん
と
」
と
問
い
か
け
続
け
た
万
太

郎
が
得
た
、〝
答
え
〟
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
に
〝
答
え
〟
な
ど
は
あ
る
わ
け
も
な
い
の
だ
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が
、
そ
れ
を
承
知
で
、
私
の
〝
答
え
〟
を
示
し
て
み
た
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
ご
く
私
的
な
万
太
郎
論
な

の
で
あ
る
が
、
俳
句
に
関
心
の
あ
る
読
者
、
あ
る
い
は
万
太
郎
に
関
心
の
あ
る
読
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
万
太
郎
が
み
ず

か
ら
に
投
げ
か
け
た
問
い
の
〝
答
え
〟
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。
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