
芥
川
龍
之
介
の
俳
句 

 

池
松 

孝
子 

俳
句
を
専
門
と
し
な
い
文
筆
家
の
作
る
俳
句
を
「
文
人
俳
句
」
と
い
う
。
今
現
在
「
文
人
」
と
言
う
言
葉
が

一
般
に
通
用
す
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
。
い
わ
ゆ
る
俳
句
を
専
門
と
す
る
俳
人
に
比
べ
て
、
明
治
か
ら

昭
和
に
か
け
て
の
「
文
人
俳
句
」
に
は
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
私
に
は
好
も
し
い
。 

夏
目
漱
石
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
芥
川
龍
之
介
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
漱
石
は
正
岡
子
規
の
指
導
を
身

近
な
所
で
受
け
て
い
て
あ
る
意
味
、
写
実
派
の
専
門
の
俳
人
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、

芥
川
は
全
く
の
独
学
だ
。
自
分
で
「
門
外
漢
」
と
い
い
「
余
技
は
発
句
」
と
言
っ
て
い
る
。
芥
川
の
句
と
漱
石

の
句
と
の
違
い
は
こ
こ
か
ら
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
芥
川
の
個
性
が
溢
れ
て
い
る
。
た
だ
独
学

と
言
っ
て
も
著
書
に
『
芭
蕉
雑
記
』
や
『
枯
野
抄
』
が
あ
り
、
飯
田
蛇
笏
、
虚
子
ら
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。
加

え
て
水
原
秋
櫻
子
、
山
口
青
邨
ら
の
俳
人
と
同
年
代
で
あ
り
影
響
は
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
一
概
に
「
独

学
」
と
言
い
切
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
か
。 

 
 

 

薄
雲
る
水
動
か
ず
よ
芹
の
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

龍
之
介 

こ
れ
を
読
む
と
蕪
村
の
こ
の
句
を
思
い
起
こ
す
。 

 
 

 

こ
れ
き
り
に
径

こ
み
ち

尽
き
た
り
芹
の
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

蕪
村 

ど
ち
ら
の
句
か
ら
も
晩
春
の
陽
だ
ま
り
が
思
い
浮
か
ぶ
。
時
代
的
な
も
の
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
が
蕪
村
の

句
は
大
き
く
ゆ
る
や
か
だ
。 

  
 

 

更ふ

く
る
夜
を
上
ぬ
る
み
け
り
泥
鰌

ど
じ
ょ
う

汁 
 

 
 

 
 

 
 

龍
之
介 

こ
の
句
か
ら
は
泥
鰌
汁
を
食
べ
て
い
た
ら
鍋
の
上
の
方
か
ら
冷
め
て
い
っ
た
。
そ
の
わ
び
し
さ
と
い
う
か

「
し
ょ
う
も
な
い
」
時
間
の
経
過
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 
 

 

夏
の
夜
や
崩
れ
て
明
け
し
冷
や
し
も
の 

 
 

 
 

 
 

芭
蕉 

こ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
私
の
勘
ぐ
り
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。
た
だ
宴
で
残
っ
た
も
の
が
冷
え
た
の
か
。 

  

か
ね
て
か
ら
私
が
龍
之
介
の
俳
句
の
「
い
い
」
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
視
覚
の
セ
ン
ス
と
聴
覚
の

セ
ン
ス
に
よ
る
も
の
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
。
そ
の
一
つ
を
挙
げ
る
。 

  
 

 

木
が
ら
し
や
目
刺
に
の
こ
る
海
の
い
ろ 

 
 

 
 

 
 

龍
之
介 

 

こ
の
句
を
誰
か
絵
画
で
表
現
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
の
高
橋
由
一
の
「
鮭
」

の
よ
う
に
。
そ
の
時
、
「
鮭
」
に
は
な
い
「
木
枯
ら
し
の
音
」
が
聞
こ
え
る
か
も
。 


