


ふ
う
は
り
と
陽
炎
の
立
つ
芹
の
川

ふ
ら
こ
こ
に
座
し
ふ
ら
こ
こ
の
風
を
聴
く

雛
の
日
の
富
士
う
つ
く
し
く
晴
れ
上
が
る

春
よ
春
人
に
後
れ
て
野
を
歩
く

チ
ユ
ー
リ
ッ
プ
一
茎
一
花
な
る
が
よ
し

母
子
草
虻
の
羽
音
を
耳
許
に

岬
に
来
て
一
と
日
を
鷹
と
遊
び
け
り

越
に
春
祭
の
ご
と
く
雪
が
降
る

雪
吊
り
の
縄
ほ
ど
く
と
き
雉
子
鳴
く

前
を
ゆ
く
蝶
よ
雀
よ
島
遍
路

築
山
に
じ
い
ん
じ
い
ん
と
春
が
く
る

近
江
八
景
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
霜
く
す
べ

弁
天
の
寺
の
つ
ら
つ
ら
椿
か
な

春よ春
主宰作品

増
成
栗
人
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ウ
ィ
ル
ス
禍
の
と
あ
る
夜
、
本
棚
を
物
色

し
て
い
る
と
、
一
冊
の
薄
い
文
庫
本
が
目
に

留
ま
っ
た
。
一
九
九
三
年
に
ふ
ら
ん
す
堂
が

刊
行
し
た
『
芥
川
龍
之
介
句
集
│
夕
ご
こ
ろ

│
」
は
、
精
選
句
集
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
。
他

に
は
『
久
保
田
万
太
郎
句
集
│
こ
で
ま
り
抄

│
成
瀬
櫻
桃
子
・
編
』、『
芝
不
器
男
句
集
│

麦
車
│
飴
山
實
・
編
』、『
野
見
山
朱
鳥
句
集

│
朱
│
野
見
山
ひ
ふ
み
・
編
』、『
前
田
普
羅

句
集
│
雪
山
│
中
西
舗
土
・
編
』
な
ど
が
あ

る
。
編
集
に
後
世
の
俳
人
が
加
わ
り
、
精
選

さ
れ
た
佳
句
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
ど
れ
も

味
わ
い
が
深
い
。

　

何
冊
か
持
っ
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち

で
、
芥
川
龍
之
介
が
気
に
な
っ
た
。
手
に
入

れ
て
す
ぐ
に
読
ん
だ
も
の
の
、
そ
の
後
は

ま
っ
た
く
開
い
て
い
な
い
。
芥
川
の
俳
句
に

つ
い
て
は
、
全
体
に
古
色
蒼
然
と
し
た
イ

メ
ー
ジ
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方

で
、「
蝶
の
舌
ゼ
ン
マ
イ
に
似
る
暑
さ
か
な
」

や
「
青
蛙
お
の
れ
も
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
か
」

な
ど
の
有
名
な
句
に
は
、
ど
こ
か
現
代
的
な

感
覚
が
あ
る
。
こ
の
不
思

議
な
バ
ラ
ン
ス
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ

ろ
う
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の

際
、
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

「
秋
風
や
嵯
峨
を
さ
ま
よ
ふ
蝶
一
つ
」

「
星
月
夜
岡
に
つ
ヽ
立
つ
武
者
一
騎
」

「
八
朔
の
遊
女
覗
く
や
青
簾
」

「
水
打
て
ば
御
城
下
町
の
匂
か
な
」

　

非
常
に
う
ま
く
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
格
調

が
高
い
。
ま
る
で
江
戸
俳
諧
で
あ
る
。
芥
川

が
作
句
を
始
め
た
の
は
、
大
正
中
期
だ
っ

た
。
そ
の
頃
は
正
岡
子
規
の
後
を
継
い
だ
河

東
碧
梧
桐
が
新
傾
向
俳
句
を
掲
げ
、
自
由
律

に
ま
で
走
っ
た
が
、
そ
の
勢
い
が
衰
え
始
め

た
時
期
だ
っ
た
。

　

芥
川
は
家
庭
の
事
情
か
ら
、
東
京
に
住
む

伯
父
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
伯
父
は

下
町
に
土
地
を
持
つ
資
産
家
で
、
文
人
趣
味

を
持
っ
て
い
た
。
芥
川
は
当
然
、
こ
の
伯
父

か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
だ
ろ
う
か

ら
、
江
戸
俳
諧
の
香
り
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。『
芥
川
龍
之
介
句
集

│
夕
ご
こ
ろ
│
』
の
編
者
・
草
間
時
彦
が
こ

の
本
の
解
説
で
、
芥
川
の
周
囲
に
は
新
傾
向

俳
句
の
影
響
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
が
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
芥
川
の
句
は

ま
さ
に
そ
の
と

お
り
の
体
を
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
僕
が

持
っ
た
古
色
蒼
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ

の
あ
た
り
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
秋
立
つ
日
う
ろ
歯
に
銀
を
う
づ
め
け
り
」

「
暁
闇
を
弾
い
て
蓮
の
白
さ
か
な
」

「
暖
か
や
蕊
に
蠟
塗
る
造
り
花
」

　

今
回
、
拾
い
直
し
た
句
の
一
群
で
あ
る
。

確
か
に
古
色
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
か
に
現
代

性
を
宿
し
て
い
る
。「
秋
立
つ
日
」
に
潜
む

「
銀
」、「
闇
」
を
弾
く
「
白
」、
塗
ら
れ
る

「
蠟
」
の
「
暖
か
さ
」
な
ど
、
輝
く
よ
う
な

言
葉
の
遣
い
方
に
目
を
見
張
る
。
こ
れ
は
、

芥
川
の
文
学
者
と
し
て
の
才
能
だ
ろ
う
。
や

た
ら
と
新
し
さ
を
狙
う
の
で
は
な
く
、
正
攻

法
で
の
作
句
な
が
ら
、
新
鮮
な
表
現
に
な
っ

て
い
る
。
江
戸
俳
諧
が
衰
退
し
て
い
く
時
期

に
、
芥
川
は
江
戸
俳
諧
の
未
知
の
可
能
性
を

示
そ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

「
あ
さ
あ
さ
と
麦
藁
か
け
よ
草
い
ち
ご
」

「
花
降
る
や
牛
の
額
の
土
ぼ
こ
り
」

「
花
散
る
や
寒
暖
計
は
静
な
る
」

　

今
回
、
読
み
直
し
て
み
て
、
こ
れ
ら
の
優

し
い
句
の
存
在
に
も
気
付
か
さ
れ
た
。「
あ

さ
あ
さ
と
」
か
け
る
麦
藁
の
感
触
、
花
屑
と

「
土
ぼ
こ
り
」
の
穏
や
か
な
対
比
、
も
と
も

と
音
の
し
な
い
は
ず
の
「
寒
暖
計
」
の
静
け

さ
な
ど
、
事
象
に
対
す
る
芥
川
の
優
し
い
眼

差
し
が
共
感
を
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
の
句
が
、
や

が
て
「
初
秋
の
蛙
つ
か
め
ば
柔
か
き　

龍
之

介
」
と
い
う
傑
作
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
発
見
が
あ
っ
た
。

「
灰
捨
つ
る
路
に
槐
の
莢
ば
か
り
」

「
切
支
丹
坂
を
下
り
来
る
寒
さ
哉
」

「
魚
の
眼
を
箸
で
つ
つ
く
や
冴
返
る
」

「
秋
風
や
黒
子
に
生
え
し
毛
一
根
」

鋭
敏
な
句
も
見
つ
け
た
。「
灰
捨
つ
る
」
の

句
は
「
北
京
」
と
い
う
前
詞
が
あ
る
。
昔
の

北
京
の
人
々
は
主
に
石
炭
ス
ト
ー
ヴ
で
暖
を

取
っ
て
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
と
並
ん
で
煤
で
汚

れ
た
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
路
地

が
、
槐
の
莢
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
都

市
な
ら
で
は
の
感
情
の
乾
き
を
、
莢
に
託
し

た
と
こ
ろ
が
非
常
に
モ
ダ
ン
で
あ
る
。

　

芥
川
は
「
水
洟
や
鼻
の
先
だ
け
暮
れ
残

る
」
や
「
兎
も
片
耳
垂
る
る
大
暑
か
な
」
な

ど
暑
さ
や
寒
さ
を
詠
む
の
に
長
け
て
い
た

が
、「
切
支
丹
坂
」
は
言
い
得
て
妙
。「
魚
の

眼
」の
句
も
ま
た
そ
れ
に
準
じ
て
い
る
。「
秋

風
」
の
句
は
、
ホ
ク
ロ
か
ら
ひ
ょ
ろ
っ
と
生

え
た
毛
が
ぺ
ー
ソ
ス
を
感
じ
さ
せ
、
芥
川
が

小
説
で
は
表
現
し
て
こ

な
か
っ
た
情
緒
が
あ
っ
て
面
白
い
。

　

こ
う
し
た
芥
川
の
句
を
、
時
彦
は
「
型
の

見
事
さ
と
、
洗
練
さ
れ
た
レ
ト
リ
ツ
ク
で
あ

る
。（
中
略
）
型
を
守
っ
て
い
な
が
ら
、
そ

の
型
に
盛
ら
れ
た
内
容
は
ま
こ
と
に
香
り
が

高
い
」と
評
し
て
い
る
。
型
を
守
る
あ
ま
り
、

類
型
や
類
想
に
陥
る
俳
人
は
少
な
く
な
い

が
、
芥
川
は
そ
こ
か
ら
見
事
に
飛
翔
し
た
。

さ
ら
に
時
彦
は
「
龍
之
介
の
俳
句
の
師
を
求

め
る
な
ら
、
松
尾

芭
蕉
以
外
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
断

言
す
る
。

　

明
治
の
新
傾
向
運
動
を
よ
そ
に
、
直
接
、

芭
蕉
に
学
ん
だ
芥
川
の
俳
句
は
、
い
っ
そ
潔

い
。
外
出
自
粛
の
夜
に
、
喧
躁
か
ら
離
れ
て

読
む
に
は
、
最
適
の
一
冊
だ
っ
た
。
な
お
こ

の
シ
リ
ー
ズ
は
手
作
り
の
製
本
＝
フ
ラ
ン
ス

装
が
為
さ
れ
て
い
て
、
手
軽
に
持
ち
運
べ
る

－
冊
な
が
ら
、
少
し
豪
華
な
気
分
が
味
わ
え

る
。
今
回
の
自
粛
で
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の

有
り
難
さ
と
、
本
棚
と
い
う
検
索
シ
ス
テ
ム

の
楽
し
さ
を
改
め
て
認
識
し
た
の
だ
っ
た
。

「
立
ち
ど
ま
り
顔
を
上
げ
た
る
冬
至
か
な

�

時
彦
」
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條
弘
子



黄
水
仙
気
づ
か
ぬ
ほ
ど
の
風
の
来
る

木
の
芽
木
の
芽
一
分
ほ
ど
の
嬰
の
動
画

枝
垂
梅
ふ
れ
あ
ふ
や
う
に
風
通
る

雉
子
鳴
く
吸
入
剤
の
処
方
せ
ん

桃
の
花
短
き
会
釈
交
し
し
け
り

氷
面
鏡
覗
き
て
空
の
青
さ
か
な

複
写
機
の
光
洩
れ
く
る
寒
の
明
け

春
立
つ
や
書
店
の
棚
の
新
刊
書

使
は
れ
ぬ
部
屋
の
窓
辺
の
フ
リ
ー
ジ
ア

春
の
日
や
軽
く
握
り
し
花
鋏

風
花
の
明
る
き
日
な
り
母
の
忌
来

シ
ベ
リ
ウ
ス
を
ひ
と
り
聴
く
夜
雪
来
る
か

猫
と
ふ
と
目
の
合
ふ
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

空
洞
の
一
木
の
枝
に
梅
の
白

茂
吉
忌
の
末
黒
野
に
日
の
沈
み
ゆ
く

雪
富
士
を
背
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
テ
ラ
ス

田
原
城
へ
初
め
て
の
道
春
隣

白
梅
や
渡
辺
畢
山
最
期
の
地

節
分
が
創
業
の
日
よ
鳶
の
笛

と
つ
と
つ
と
引
く
鍵
盤
よ
風
光
る

藤
原
明
美

青
木
ま
ゆ
美

山
岸
明
子

村
手
雅
子

船

橋

札

幌

松

戸

豊

川

　
東
京
勤
務
の
十
年
ば
か
り
の
間
は
、
西
武
池
袋
線
沿

線
で
暮
ら
し
た
。
東
京
都
下
の
西
東
京
市
、
旧
・
田
無

市
と
旧
・
保
谷
市
が
合
併
し
て
で
き
た
市
で
、
私
が
住

ん
だ
の
は
旧
・
保
谷
市
側
だ
っ
た
。

　
保
谷
駅
前
か
ら
伸
び
る
か
え
で
通
り
を
少
し
歩
く

と
、
歩
道
の
脇
に
ひ
っ
そ
り
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
プ

レ
ー
ト
が
あ
っ
た
。「
民
族
学
博
物
館
発
祥
の
地
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
民
族
学
博
物
館
と
は
、
現
在
、
大
阪

府
吹
田
市
に
あ
る
国
立
民
族
学
博
物
館
の
前
身
で
あ

る
。
地
元
の
民
俗
学
研
究
者
・
高
橋
文
大
郎
と
第
一
銀

行
総
裁
で
あ
り
民
俗
学
の
振
興
を
サ
ポ
ー
ト
し
続
け
た

渋
沢
敬
三
に
よ
っ
て
設
立
き
れ
、
民
族
学
研
究
の
拠
点

と
な
っ
た
。
民
族
学
と
民
俗
学
は
異
な
る
学
問
領
域
で

あ
る
が
、
渋
沢
は
二
つ
を
車
の
両
輪
で
同
時
に
や
る
べ

き
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。

　
渋
沢
の
支
援
を
受
け
て
い
た
民
俗
学
者
・
宮
本
常
一

も
博
物
館
に
通
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
。
宮
本
の
代
表

作
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
は
私
の
愛
読
書
の
一
つ
。

庶
民
の
生
活
誌
を
記
録
す
る
こ
と
に
情
熱
を
燃
や
し
た

研
究
者
の
拠
点
が
近
辺
に
あ
っ
た
こ
と
に
感
動
す
る
。

一
週
間
ぶ
ん
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
抱
え
て
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

屋
に
向
か
う
道
を
歩
き
な
が
ら
、
こ
こ
を
ア
ノ
宮
本
常

一
も
歩
い
て
い
た
の
か
、
と
静
か
に
興
奮
し
た
も
の

だ
っ
た
。

　
保
谷
に
は
戦
後
詩
を
代
表
す
る
詩
人
・
田
村
隆
一
も

一
時
期
住
ん
で
い
た
。
な
ん
と
「
保
谷
」
と
題
し
た
作

品
を
残
し
て
い
る
。

　
灼
熱
の
夏
が
や
っ
と
お
わ
っ
て
／
秋
風
が
武
蔵
野
の

果
て
か
ら
果
て
へ
吹
き
ね
け
て
ゆ
く
／
黒
い
武
蔵
野
　

沈
黙
の
武
蔵
野
の
一
点
に
／
ぼ
く
の
ち
い
さ
な
家
が
あ

る　「
西
東
京
市
の
木
」の
ケ
ヤ
キ
が
私
の
住
む
マ
ン
シ
ョ

ン
の
近
く
に
も
あ
り
、
武
蔵
野
の
面
影
を
身
近
に
感
じ

ら
れ
た
。

　
無
個
性
な
住
宅
街
で
は
あ
っ
た
が
、
リ
ス
ペ
ク
ト
す

る
先
人
た
ち
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
だ
と
い
う
こ
と
に

思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
貴
重
だ
っ
た
。

　
沿
線
の
大
泉
学
園
駅
や
石
神
井
公
園
駅
を
途
中
下
車

し
て
よ
く
歩
い
た
。

　
大
泉
学
園
に
は
植
物
学
老
・
牧
野
富
太
郎
の
旧
居
跡

が
「
牧
野
記
念
庭
園
」
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。

メ
ー
ル
句
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
吟
行
し

て
い
た
。
植
物
に
は
名
札
が
付
い
て
い
た
の
で
、
草
花

の
名
前
に
疎
い
者
に
は
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　
園
内
に
あ
る
牧
野
の
銅
像
は
ス
エ
コ
ザ
サ
に
囲
ま
れ

て
い
る
。
献
身
的
に
支
え
た
妻
・
壽
衛
の
名
が
付
け
ら

れ
た
笹
だ
。
愛
妻
家
な
の
で
あ
る
。

　
　
世
の
中
の
あ
ら
む
限
り
や
す
え
子
笹

牧
野
富
太
郎

　
石
神
井
公
園
も
句
材
を
探
す
に
は
格
好
の
場
所
だ
っ

た
。
三
宝
池
は
野
鳥
の
集
ま
る
原
生
林
に
囲
ま
れ
て
お

り
、
住
宅
街
の
真
ん
中
と
は
思
え
ぬ
自
然
環
境
に
出
会

え
た
。
練
馬
区
指
定
の
「
ね
り
ま
の
名
木
」
が
公
園
内

に
は
立
ち
並
ん
で
い
る
。
特
に
ボ
ー
ト
池
ほ
と
り
の
ラ

ク
ウ
シ
ョ
ウ
は
秋
に
な
る
と
紅
葉
か
つ
散
る
姿
が
美
し

か
っ
た
。




