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一
、
昨
今
の
俳
句
ブ
ー
ム

　
世
の
中
に
俳
句
ブ
ー
ム
が
漸
進
し
て
き
た

よ
う
な
気
が
す
る
。

　
例
を
一
つ
。
現
在
S
B
C
テ
レ
ビ
（
T
B
S

系
）
で
、
木
曜
日
午
後
七
時
放
映
中
の
プ
レ

バ
ト
。
有
名
タ
レ
ン
ト
が

「
お
題
」
に
基
づ
い
て
作
っ

た
俳
句
を
、
夏
井
先
生
が

巧
妙
・
酒
脱
、
辛
辣
に
批

評
。
そ
し
て
見
事
な
作
品

に
変
身
さ
せ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
番
組
が
、
老
若
男

女
に
た
い
へ
ん
人
気
あ
り

と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に

子
供
も
楽
し
み
に
し
て
い

る
と
い
う
。

　
も
う
一
つ
。
八
月
十
九

日
に
は
愛
媛
県
松
山
市
で

第
二
十
回
「
俳
句
甲
子
園
」
の
全
国
大
会
が

開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
高
校
生
が
五
人
一

チ
ー
ム
で
俳
句
の
出
来
栄
え
や
鑑
賞
力
を
競

い
あ
う
も
の
で
、
過
去
最
多
の
二
十
五
都
道

府
県
か
ら
四
十
チ
ー
ム
が
出
場
し
た
と
い

う
。
長
野
県
か
ら
は
、
千
曲
市
の
屋
代
高
校

が
初
出
場
し
た
。

二
、
小
林
一
茶
へ
の
焦
点
化

　
小
林
一
茶
が
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
の
は

文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
。
今
年
は
一
茶
没

後
百
九
十
年
と
い
う
大
き
な
区
切
り
と
な
る
。

　
こ
の
年
を
見
定
め
た
か
ど
う
か
は
明
確
で

な
い
が
、
こ
の
十
月
に
は
、
映
画
「
一
茶
」

（
リ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
キ
ー
さ
ん
主
演
）
の
公

開
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
沿
う
よ
う
に
、
一
茶
生
誕
の

地
、
長
野
県
上
水
内
郡
信
濃
町
で
は
、
新
し

く
事
業
体
を
組
織
し
、
映
画
の
ロ
ケ
地
も
含

め
た
一
茶
ゆ
か
り
の
場
所
を
紹
介
す
る
ガ
イ

ド
マ
ッ
プ
作
り
を
始
め
た
。
更
に
案
内
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
育
成
や
俳
句
作
り
の
た
め
の
冊

子
を
刊
行
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
俳
句
ブ
ー
ム
が
追
い
風
と

な
っ
て
、
今
後
も
小
林
一
茶
が
巷
の
話
題
の

一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

三
、
小
林
一
茶
と
戸
隠

　
こ
れ
ま
で
本
紙
の
第
二
号
・
第
六
号
に
よ

り
、
小
林
一
茶
が
戸
隠
に
つ
い
て
詠
ん
だ
句

を
十
二
句
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

【
一
】
霞か

す

む
日
も
　
雪
の
上
な
る
　
住す

ま
い居
哉か

な

【
二
】
水
風
呂
へ
　
流
し
込
だ
る
　
清
水
哉

【
三
】�

一
ツ
蚊か

の
　
だ
ま
っ
て
し
く
り

哉か
な

【
四
】
初は

つ

梨な
し

の
　
天
か
ら
降ふ

っ

た
　
社し

ゃ

壇だ
ん

哉か
な

【
五
】�

権ご
ん

現げ
ん

や
　
ど
の
御お

ん

耳み
み

で
　
時ほ

と
と
ぎ
す鳥

【
六
】
鬼
の
寝
た
　
穴
よ
朝
か
ら
　
秋
の
暮く

れ

【
七
】�

鶯う
ぐ
い
す

の
　
幾い

く

世よ

顔が
お

也な
り

　
お
く
信
濃

　
鶯
が
何
世
代
も
経
て
き
た
よ
う
な
顔

を
し
て
、
趣
深
く
上
手
に
鳴
い
て
い
る

な
あ
、
と
い
う
意
味
。

【
八
】
涼
し
さ
や
　
青
い
釣
鐘
　
赤
い
花

【
九
】�

釣
鐘
の
　
青
い
ば
か
り
も
　
涼
し
さ
よ

【
十
】�

戸
隠
の
　
屋
根
か
ら
落
ち
る
　
清し

水み
ず

哉か
な

【
十
一
】�

百
里
来
た
　
梨
の
こ
ろ
げ
る
　
社や

し
ろ

哉か
な

【
十
二
】�

秋
風
の
　
ふ
き
も
へ
ら
さ
ず
　
比び

く

に
丘
尼
石い

し

　
秋
風
が
ど
ん
な
に
強
く
吹
い
て
も
、

九
頭
龍
権
現
の
厳
し
い
禁
制
が
か
か
っ

て
い
る
た
め
、
石
に
変
わ
っ
た
そ
の
ま

ま
の
姿
で
鎮
ま
っ
て
い
る
比び

丘く

尼に

（
女

性
の
修
験
者
）
の
石
よ
。

　
本
稿
で
は
残
り
三
句
と
、
飯
綱
山
を
詠
ん

だ
三
句
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
最
終
回
に
当
た
り
総
集
編
と
し
て
、
詠
ま

れ
た
句
と
関
わ
り
の
あ
る
場
所
を
、
推
定
も

含
め
、
戸
隠
越
水
在
住
の
里
野
町
子
氏
の
作

成
し
た
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ
に
示
す
こ
と
に
す

る
。
こ
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
ハ
ン
ド
マ
ッ
プ
と

し
て
手
軽
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
そ
し
て
、
一
茶
が
詠
ん
だ
当
時
の
情
景
に

皆
様
方
の
思
い
を
重
ね
て
み
て
下
さ
い
。
そ

う
い
う
こ
と
が
、
歴
史
に
向
き
合
う
醍
醐
味

の
ひ
と
つ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

戸
隠
去
来
抄

第
七
回

文
人
と
戸
隠  

小
林
一
茶
（
最
終
回
）

（
４
面
に
続
く
）

宝光院の鐘楼（拡大） ↑
鐘楼



（番号はあらたに付設）
小林一茶の戸隠15句

〔1〕水
すい

風
ふ

呂
ろ

へ 流し込
こん

だる 清
し

水
みず

哉
かな

〔2〕涼しさや 青いつ
釣 鐘

りがね 赤い花
〔３〕釣鐘の 青いばかりも 涼しさよ

〔4〕戸隠の 屋根から落ちる 清
し

水
みず

哉
かな

〔5〕一
ひと

ツ蚊
か

の だまってしくり しくり哉
かな

〔6〕鶯
うぐいす

の 幾
いく

世
よ

顔
がお

也
なり

 おく信濃

〔8〕初
はつ

梨
なし

の 天から降た 社だ
壇

ん哉
かな

〔1３〕霞
かす

む日も 雪の上なる 住
す ま い

居哉
かな

〔9〕百里来た 梨のころげる 社
やしろ

哉
かな

〔10〕権
ごん

現
げん

や どの御
おん

耳
みみ

で 時
ほととぎす

鳥

〔7〕

柏　原

梟
ふくろう

よ つらくせ直せ 春の雨

秋風の ふきもへらさず 比
び く に

丘尼石
い し

二澤旅館

〔14〕けぶり見へ
（え）

 戸隠見へ
（え）

て 肌寒き
〔15〕ござるぞよ 戸隠山の 御

お

夕
ゆう

立
だち

（1）涼しさや 飯
めし

を掘出［す］ いづな山
（2）神風や 飯

めし

を掘［出］す 秋の山
（３）粟

あわ

飯
めし

は 爰
ここ

に有りとや 女
お み な え し

郎花

〔11〕耳一ツ 御かし給へや 時
ほととぎす

鳥

飯綱（縄）山

小林一茶句碑

小林一茶句碑

〔12〕 鬼の寝た 穴よ朝から 秋の暮
荒倉山　山麓（戸隠栃原）小林一茶句碑

この地図の複製は固くお断りします。
ＭＡＰ：里野町子
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【
十
三
】�

耳
一
つ
　
御お

か
し
給た

ま

え
や
　
時ほ

と
と
ぎ
す鳥

　
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
、
一
茶
五
十
六

歳
の
作
。
自
分
も
だ
ん
だ
ん
年
を
と
り
、
耳

が
不
自
由
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
戸
隠

の
九
頭
龍
権
現
の
九
対
の
耳
の
う
ち
、
ど
う

か
一
つ
を
貸
し
て
も
ら
っ
た
な
ら
ば
、
時
鳥

の
声
も
よ
く
聞
こ
え
る
の
に
と
い
う
意
味
。

　
ち
な
み
に
【
五
】
の
句
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
に
推
定
し
た
。

　
こ
の
権
現
は
、
戸
隠
の
地
主
の
神
で

あ
る
九
頭
龍
権
現
を
い
う
。
詠
ま
れ
た

の
は
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
で
、

こ
の
年
は
深
川
八
幡
宮
で
戸
隠
山
顕
光

寺
（
現
在
の
戸
隠
神
社
）
の
御
開
帳
が

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
御
開
帳
に
は
、

文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
に
新
調
さ
れ

た
四
基
の
神
輿
の
一
基
に
九
頭
龍
権
現

の
尊
像
を
載
せ
江
戸
ま
で
出
向
い
た
と

思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
当
時
江
戸
に

い
た
一
茶
が
、
深
川
で
そ
の
尊
像
を
拝

し
、
一
句
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　【
十
三
】
の
句
は
こ
の
内
容
に
通
ず
る
気

が
す
る
。

【
十
四
】
け
ぶ
り
見
へ（

え
）

　
戸
隠
見
へ（

え
）て

　
肌
寒
き

　
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
、
一
茶
四
十
五

歳
の
作
。
秋
の
靄も

や

に
か
す
む
景
色
を
み
て
、

肌
寒
さ
を
感
じ
る
な
あ
と
い
う
意
味
。

【
十
五
】
ご
ざ
る
ぞ
よ
　
戸
隠
山
の
　
御お

夕ゆ
う

立だ
ち

　
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
、
一
茶
五
十
一

歳
の
作
。
西
か
ら
雷
鳴
と
共
に
や
っ
て
く
る

夕
立
と
、
戸
隠
山
の
九
頭
龍
権
現
が
も
た
ら

す
と
い
う
雨
と
を
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　【
十
四
】
と
共
に
、
戸
隠
山
が
見
え
る
地

元
柏
原
で
詠
ん
だ
句
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
こ
の
句
に
み
ら
れ
る
「
ご
ざ
る
」
と

い
う
表
現
で
あ
る
が
、
津
村
信
夫
の
著
書

『
戸
隠
の
絵
本
』（
昭
和
十
五
年
発
行
）
の

「
十
五
　
夕
景
色
」
の
一
節
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

　

子
供
は
一
人
減
り
二
人
減
り
し
て
、

遊
び
の
輪
は
だ
い
ぶ
ん
小
さ
く
な
つ
て

ゐ
た
。
小
さ
な
子
供
の
中
に
ま
じ
つ
て

十
六
七
の
背
の
高
い
少
女
が
ゐ
る
、
そ

れ
が
夕
闇
に
白
い
頬
を
く
つ
き
り
と
浮

き
出
さ
せ
て
ゐ
る
。

　

老
人
は
と
見
る
と
、
子
を
負
つ
て
相

變
ら
ず
行
つ
た
り
来
た
り
し
て
ゐ
る
、

そ
し
て
一
寸
立
ち
ど
ま
る
と
、
暮
れ
て

行
く
戸
隠
山
の
方
を
眺
め
て
ゐ
る
。

　
「
そ
う
ら
、
な
、
戸
隠
様
が
夕
焼
け

て
ご
ざ
る
」

　

老
人
は
そ
ん
な
事
を
呟
く
。
一
寸
無

邪
氣
な
表
情
で
あ
る
。

　
「
あ
し
た
は
天
氣
に
な
ー
れ
」

　

子
供
達
の
輪
が
さ
う
云
つ
て
一
し
き

り
囃
し
立
て
る
。
す
る
と
、
ま
る
で
そ

れ
に
調
子
を
合
わ
せ
る
や
う
に
、
と
ん

と
ん
と
背
の
子
供
を
敲
き
乍
ら
、
眠
か

せ
る
つ
も
り
で
あ
ら
う
、
老
人
は
軽
く

足
拍
子
を
と
り
だ
し
た
。

　
語
句
の
種
類
や
働
き
は
ま
っ
た
く
別
で
あ

る
が
、「
ご
ざ
る
」
と
さ
ら
に
「
戸
隠
」
と

「
夕
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
、
偶
然
か
も
し

れ
な
い
が
江
戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
い

う
約
百
三
十
年
の
時
空
を
越
え
て
の
響
き
に

興
味
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。

　
参
考
ま
で
に
、
当
時
は
戸
隠
神
領
で
あ
っ

た
飯
綱
（
縄
）
山
を
詠
ん
だ
三
句
を
つ
け
加

え
ま
す
。

(

一)

涼
し
さ
や
　
飯め

し

を
掘
出〔
す
〕　
い
づ
な
山

（
二
）
神
風
や
　
飯め

し

を
掘〔
出
〕す
　
秋
の
山

（
三
）
粟
飯
は
　
爰こ

こ

に
有
り
と
や
　
女お

み
な
え
し

郎
花

　
い
ず
れ
も
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
、
一

茶
五
十
六
歳
の
句
。
こ
の
三
句
に
共
通
す
る

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
飯
」。
な
ぜ
飯
綱
（
縄
）

山
に
「
飯
」
な
の
か
。

　
こ
の
「
飯
」
を
解
き
明
か
す
一
つ
の
資
料

は
、
年
代
は
や
や
下
る
が
天
保
十
四

（
一
八
四
三
）
年
に
、
美
濃
（
岐
阜
県
）
の

人
、
豊
田
利
忠
が
著
わ
し
た
『
善
光
寺
道
名

所
図
会
』
と
い
う
本
。
そ
の
「
巻
之
三
」
に

「
飯
」
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
著
者
は
「
飯
縄
か
岳
」
に
登
り
、
山
頂
で

「
飯
砂
」
を
手
に
取
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
麦

飯
の
よ
う
で
、
ま
た
粟
飯
の
よ
う
に
も
み
え

る
。
食
べ
て
み
る
と
和
ら
か
で
、
香
気
と
か

風
味
は
な
い
。
た
く
さ
ん
食
べ
て
も
支
障
は

な
い
。
い
か
に
も
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
。

　
著
者
は
こ
の
体
験
を
も
と
に
、
世
間
一
般

で
は
「
飯
縄
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
は

「
飯
砂
」
で
は
な
い
の
か
と
、
神
主
で
あ
る

仁
科
氏
に
問
う
。
仁
科
氏
は
、
ま
こ
と
に
そ

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
と
言
っ
た
が
、
そ
れ

に
続
け
て
の
応
答
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
著
者
が
実
感
し
た
よ
う
に
「
飯
縄
」
ま
た

は
「
飯
綱
」
の
語
源
は
「
飯
砂
」
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
解
明
課
題
の
一
つ

だ
ろ
う
。

　
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て

小
林
一
茶
と
い
う
俳
人
の
偉
大
さ
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
さ
ら

に
、
人
と
人
、
そ
し
て
地
域
と
の
出
会
い
の

〝
縁
〟
を
感
ず
る
。

　
こ
の
企
画
は
あ
く
ま
で
入
り
口
、
こ
れ
か

ら
本
格
的
な
動
き
、
大
き
な
う
ね
り
の
よ
う

な
文
化
活
動
が
展
開
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い

る
。〈
了
〉

宮
澤
豊
穂

戸
隠
神
社
講
社
聚
長

中社から奥社へ続く古道脇の比丘尼石

柱
松
と
は
大
き

な
松
明
の
こ
と
。

三
本
の
柱
松
に
火

を
入
れ
、
そ
の
燃

え
方
に
よ
り
五
穀

の
豊
凶
や
景
気
な

ど
を
占
い
ま
す
。

併
せ
て
参
拝
の
皆

様
の
願
い
が
込
め

ら
れ
た
祈
願
串
が

焚
き
清
め
ら
れ
、

万
福
の
招
来
を

祈
念
致
し
ま
す
。

日
　
時
　
平
成
三
十
年
七
月
八
日（
日
）

　
　
　
　（
七
月
七
日
　
前
夜
祭
）

場
　
所
　
中
社
広
庭

平
成
三
十
年
柱
松
神
事
斎
行




