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句
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滴
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宇
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熟
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葦
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狼
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落
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と
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著
者
の
木
崎
賢
治
さ
ん
は
、
僕
に
と
っ
て

音
楽
業
界
の
大
先
輩
で
あ
る
。
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
と
し
て
沢
田
研
二
、
山
下
久
美
子
、
大

澤
誉
志
幸
、
吉
川
晃
司
、
槙
原
敬
之
、
ロ
ッ

ク
バ
ン
ド
で
は
ト
ラ
イ
セ
ラ
ト
ッ
プ
ス
や
バ

ン
プ
・
オ
ブ
・
チ
キ
ン
な
ど
の
制
作
を
手
掛

け
、
こ
れ
ま
で
四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
数

多
く
の
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
て
き
た
。
担
当

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ラ
イ
ブ
で
お
会
い
す
る

と
、
音
楽
制
作
に
関
す
る
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
素
敵
な
方
で
、
そ
ん

な
時
い
つ
も
、
業
界
の
最
前
線
で
生
ま
れ
た

数
々
の
逸
話
を
僕
だ
け
が
聞
い
て
い
る
の
は

も
っ
た
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
な
の
で
、

今
回
、
そ
れ
が
一
冊
に
な
っ
た
こ
と
は
嬉
し

い
限
り
。
早
速
、
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　

木
崎
さ
ん
の
仕
事
は
楽
曲
作
り
か
ら
始
ま

る
。
あ
る
歌
手
の
新
曲
を
依
頼
さ
れ
る
と
、

イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た
作
曲
家
や
作
詞
家
、
編

曲
家
を
選
び
、
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
す
る
。

こ
こ
ま
で
は
、〝
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
〟
と
し
て

の
仕
事
。木
崎
さ
ん
は
作
っ
た
レ
コ
ー
ド（
今

で
は
Ｃ
Ｄ
や
配
信
に
な
っ
て
い
る
が
）
を
売

る
と
こ
ろ
ま
で
責
任
を
持
つ
。
こ
こ
ま
で
来

て
、
初
め
て
〝
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
〟
を
名
乗

る
こ
と
が
で
き
る
。
作
曲
や
編
曲
は
音
楽
を

勉
強
す
れ
ば
あ
る
程
度
は
理
解
で
き
る
が
、

そ
れ
が
売
れ
る
か
ど
う
か
は
人
々
の
心
や
世

の
中
の
様
子
に
敏
感
で
な
い
と
判
断
で
き
な

い
。「
楽
曲
を
作
る
」
の
で
は
な
く
、「
ヒ
ッ

ト
を
作
る
」
の
が
木
崎
さ
ん
の
仕
事
だ
。

　

木
崎
さ
ん
の
や
り
方
は
、
他
の
音
楽
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
と
は
大
き
く
異
な
る
。「
二
匹

目
の
ど
じ
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
は
音
楽
業
界

の
た
め
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
、
何
か
ヒ
ッ

ト
が
生
ま
れ
る
と
必
ず
似
た
よ
う
な
曲
が

次
々
に
出
て
く
る
。
し
か
し
木
崎
さ
ん
は
必

ず
新
し
い
挑
戦
を
心
掛
け
る
。
た
と
え
ば

八
〇
年
代
末
の
バ
ン
ド
ブ
ー
ム
の
と
き
、「
バ

ン
ド
ば
っ
か
り
だ
か
ら
こ
そ
、
ピ
ア
ノ
を
弾

き
な
が
ら
歌
う
ソ
ロ
シ
ン
ガ
ー
が
い
い
な
」

と
考
え
て
、
槙
原
さ
ん
を
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ

た
。

　

七
〇
年
代
末
、
沢
田
研
二
さ
ん
が
あ
る
不

祥
事
か
ら
復
帰
し
て
間
も
な
く
、
阿
久
悠

さ
ん
に
新
曲
の
歌
詞
を
頼
ん
だ
と
き
の
こ

と
。
上
が
っ
て
き
た
の
は
「
勝
手
に
し
や
が

れ
」
と
い
う
曲
だ
っ
た
。
あ
る
意
味
、
大
胆

で
不
謹
慎
な
提
案
に
、
さ
す
が
の
木
崎
さ
ん

も
怖
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
が
、
結
果
は
大

ヒ
ッ
ト
。
セ
ク
シ
ー
で
カ
ッ
コ
い
い
沢
田
さ

ん
に
足
り
な
か
っ
た
〝
情
け
な
さ
〟
を
足
す

こ
と
で
、
逆
に
男
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
生

ま
れ
た
。「
阿
久
さ
ん
は
お
見
通
し
な
ん
で

す
。
忘
れ
得
な
い
経
験
で
す
」と
振
り
返
る
。

「
勝
手
に
し
や
が
れ
」
は
、
阿
久
さ
ん
の
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
感
覚
の
方
が
当
た
っ
て
い
た
の

だ
っ
た
。

　

木
崎
さ
ん
が
特
に
優
れ
て
い
る
の
は
、
歌

詞
作
り
だ
。
歌
手
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
時
代

状
況
を
掛
け
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
歌
詞

の
方
向
性
を
決
め
て
い
く
。
自
分
で
作
詞
作

曲
す
る
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
を
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
す
る
と
き
は
、
そ
の
人
の
言
葉
の

感
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

な
う
。

「
い
い
も
の
に
は
だ
い
た
い
定
形
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
な
か
で
い
か
に
個
性
を
表
現
し
て

い
い
作
品
を
つ
く
れ
る
か
、
そ
れ
が
大
事
で

す
～
俳
句
だ
っ
て
、
五
七
五
の
制
約
の
な

か
で
新
し
い
も
の
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た

し
、
こ
れ
か
ら
も
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
よ

ね
」。
突
飛
な
言
葉
や
メ
ロ
デ
ィ
で
は
な
く
、

普
通
の
言
葉
を
使
っ
て
人
と
違
う
も
の
を
作

れ
る
の
が
才
能
だ
と
も
言
う
。
こ
れ
ら
の
言

葉
は
、
ま
る
で
『
鴻
』
誌
の
裏
表
紙
に
載
っ

て
い
る
漫
画
「
栗
庵
閑
話
」
と
ソ
ッ
ク
リ
で

は
な
い
か
。
俳
句
で
言
え
ば
、
平
明
で
個
性

的
な
句
作
り
と
い
う
わ
け
だ
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
木
崎
さ
ん
が
俳
句
に
言

及
す
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
今
度
、
会
っ

た
ら
俳
句
に
ど
の
よ
う
な
興
味
を
抱
い
て
い

る
の
か
聞
い
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
こ

の
本
を
読
ん
で
い
て
、
い
ち
ば
ん
ハ
ッ
と
し

た
の
は
次
の
言
葉
だ
っ
た
。

「
歌
詞
と
は
、
心
と
い
う
見
え
な
い
も
の
を

可
視
化
し
た
も
の
～
俳
句
と
も
似
て
い
ま

す
」。

　

芭
蕉
の
「
古
池
や
」
の
句
に
し
て
も
、
た

だ
風
景
描
写
を
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ

こ
に
静
け
さ
や
寂
し
さ
や
人
生
の
は
か
な
さ

を
表
わ
し
て
い
る
と
語
る
。「
心
を
動
か
さ

れ
た
と
き
に
目
に
入
っ
て
く
る
も
の
を
描
く

こ
と
が
基
本
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
」。

ど
う
や
ら
木
崎
さ
ん
の
歌
詞
作
り
の
極
意

と
、
俳
句
に
は
た
く
さ
ん
の
共
通
点
が
あ
り

そ
う
だ
。

「
口
笛
や
沈
む
木
に
蝌
蚪
の
り
て
ゐ
し

田
中
裕
明
」

　

口
笛
を
吹
き
た
く
な
る
ほ
ど
陽
気
な
時

に
、
作
者
の
目
に
入
っ
た
の
は
群
れ
遊
ぶ
オ

タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
だ
っ
た
。
春
の
胎
動
は
小
動

物
に
も
人
間
に
も
等
し
く
訪
れ
る
。

「
み
え
て
ゐ
て
滝
の
き
こ
え
ず
秋
の
暮万

太
郎
」

　

壮
大
な
滝
の
前
に
立
っ
て
い
る
の
に
、

鳴
っ
て
い
る
は
ず
の
水
音
が
聴
こ
え
な
い
。

滝
音
は
作
者
の
心
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
、

轟
々
と
響
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。
秋
の
暮
の

凄
絶
な
孤
独
を
、
無
声
映
画
の
よ
う
な
滝
の

景
色
が
見
事
に
浮
き
彫
り
に
す
る
。
こ
れ
ら

の
句
は
、
正
岡
子
規
の
唱
え
た
「
写
生
」
か

ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
嬉
し
い
」
と

か
「
寂
し
い
」
と
か
言
わ
ず
に
、
感
情
を
目

に
入
っ
た
具
体
的
な
モ
ノ
に
託
し
て
い
る
。

　

商
業
べ
ー
ス
で
言
葉
を
ク
リ
エ
イ
ト
す
る

苦
労
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
が
、
本
書
を
読

む
限
り
、
木
崎
さ
ん
は
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い

る
。「
楽
し
ん
で
作
る
」
こ
と
が
、
人
の
心

を
動
か
す
の
は
俳
句
も
ポ
ッ
プ
ス
も
同
じ

だ
。だ
と
す
れ
ば
、自
分
の
句
を
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
す
る
意
識
を
持
っ
て
、
句
作
に
挑
ん
で
み

る
の
も
面
白
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が

ら
、
槙
原
さ
ん
の
名
曲
「
も
う
恋
な
ん
て
し

な
い
」
を
聴
い
て
み
た
ら
い
か
が
だ
ろ
う

か
。〝
ヤ
カ
ン
〟や〝
紅
茶
〟な
ど
の
モ
ノ
が
、

楽
し
く
語
り
か
け
て
く
る
は
ず
だ
。

「
春
風
に
こ
ぼ
れ
て
赤
し
歯
磨
粉　

�

子
規
」



俳誌のサロン俳誌のサロン

大

阪

　

椿
は
梅
と
同
じ
く
ら
い
春
に
先
が
け
て
咲
く
花
で
す
。
あ
る

歳
時
記
で
は
、「
椿
は
国
字
で
春
の
事
触
れ
の
花
の
意
」
と
あ

り
ま
し
た
。

　

春
ま
だ
浅
き
頃
艶
や
か
な
緑
の
葉
の
間
か
ら
一
輪
の
赤
い
椿

を
見
つ
け
た
折
は
ほ
っ
と
心
が
温
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。

　

椿
は
春
の
季
語
で
す
。

　

季
節
ご
と
に
咲
く
椿
は
冬
椿
、
寒
椿
、
夏
椿
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
椿
の
副
題
と
し
て
山
椿
、
乙
女
椿
、
白
椿
、
紅
椿
、
玉

椿
、
つ
ら
つ
ら
椿
、
散
り
椿
、
落
椿
、
藪
椿
、
雪
椿
な
ど
が
歳

時
記
に
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
身
近
な
「
鴻
」
誌
か
ら
椿
の
句
を
取
り
上
げ
て
み

ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
に
椿
の
景
が
感
動
的
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　
　

弁
天
の
寺
の
つ
ら
つ
ら
椿
か
な　

�

増
成
栗
人

　
　

白
つ
ば
き
夢
童
女
て
ふ
墓
誌
あ
り
ぬ　

�

石
田
蓉
子

　
　

ま
た
落
ち
て
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
る
白
椿　

�

岩
佐　

梢

　
　

静
か
な
る
波
郷
の
句
碑
に
白
椿　

�

深
川
峰
子

　
　

林
中
の
深
閑
と
あ
り
紅
椿　

�

坂
入
喜
代
枝

　
　

赤
椿
傾
き
し
日
が
山
を
這
ふ　

�

藤
井
の
ぶ
子

　
　

つ
ら
つ
ら
椿
ま
つ
す
ぐ
に
城
の
道　

�

荒
井
一
代

　
　

花
椿
幹
を
濡
ら
さ
ぬ
ほ
ど
の
雨　

�

北
村　

操

　
　

落
椿
ま
た
一
つ
風
生
れ
来
る　

�

森
多　

歩

　
　

利
休
の
忌
籬
の
上
の
落
椿　

�
小
澤　

冗

　
　

藪
椿
山
の
鼓
動
の
や
う
に
か
な　

�
林　

未
生

　
　

藪
椿
こ
ぼ
れ
て
種
田
山
頭
火　

�

大
屋
敷
悠

　
　

崖
椿
沖
よ
り
潮
目
濃
く
な
り
ぬ　

�

森　

庸
祐

　
　

雪
椿
軒
端
に
鮭
を
吊
る
し
を
り　

�

佐
久
間
敏
高

　
　

寒
椿
庭
に
静
寂
の
戻
り
く
る　

�

荒
川
心
星

　
　

会
釈
し
て
尼
僧
の
よ
ぎ
る
寒
椿　

�

中
村
世
都

　
　

冬
椿
こ
と
ば
少
な
に
暮
れ
に
け
り　

�

山
内
宏
子

　
　

冬
椿
磯
へ
の
坂
の
長
き
こ
と　

�

森
川
淑
子

　
　

椿
東
風
野
地
蔵
の
賽
こ
ぼ
れ
を
り　

�

飯
島
涼
子

　
　

椿
東
風
庵
主
に
つ
づ
く
和
讃
か
な　

�

西
條
弘
子

　
　

夏
椿
渡
り
廊
下
の
反
り
加
減　

�

小
原
信
子

　
　

夏
椿
一
輪
高
し
雨
ん
中　

�

高
木
直
哉

　

い
つ
も
傍
ら
に
置
く
『
吉
田
鴻
司
全
句
集
』
か
ら
椿
の
句
を

挙
げ
て
み
ま
し
た
。

　
　

島
の
童
の
鞄
か
た
手
に
藪
椿　

�

吉
田
鴻
司

　
　

た
づ
ね
た
る
与
謝
の
郡
の
つ
ば
き
か
な

　
　

七
畳
小
屋
鶏
の
往
き
来
の
椿
か
な

　
　

浦
々
の
風
に
や
椿
の
花
あ
か
り

　
　

夜
の
色
に
潮
目
の
変
は
る
椿
か
な

　

野
や
山
や
家
の
籬
に
咲
く
椿
の
凛
と
し
た
風
情
は
万
葉
の
時

代
か
ら
現
代
の
「
鴻
」
衆
に
い
た
る
ま
で
身
近
な
存
在
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

俳
句
に
詠
ま
れ
た
椿�

横
尾
か
ん
な
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寒
椿
喪
の
矢
印
が
今
日
の
道　

�

堀
部
節
子

横
井
　
遥

　
春
は
「
椿
」
夏
は
「
椿
挿
す
」
秋
は
「
椿
の
実
」
冬
は
「
寒
椿
」
と
一

年
を
通
し
て
日
本
人
に
は
馴
染
み
の
あ
る
植
物
で
あ
り
季
語
で
あ
る
。「
椿

挿
す
」
を
除
い
て
は
例
句
も
多
彩
で
あ
る
。
椿
は
日
本
の
特
産
品
で
、
園

芸
品
種
は
五
、六
百
に
の
ぼ
る
と
い
う
。

　
寒
椿
の
咲
く
中
、
矢
印
が
葬
儀
の
場
へ
と
案
内
し
て
い
る
。
矢
印
を
た

よ
り
に
進
む
そ
の
道
を
作
者
は
「
今
日
の
道
」
と
詠
う
。
こ
の
下
五
の
表

現
に
魅
か
れ
る
。
今
日
進
む
こ
の
道
は
、
自
分
で
選
ん
だ
道
で
は
な
く
、

天
へ
と
召
さ
れ
る
人
を
送
る
為
、
悲
し
み
に
対
峙
す
る
為
の
道
で
あ
る
。

　
人
と
し
て
死
に
至
る
ま
で
の
道
程
は
、
茨
、
険
し
い
、
乗
り
越
え
る
、

決
し
て
楽
に
進
め
る
道
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
分
の
希
望
通
り
の
道
を
歩

め
る
人
、
挫
折
す
る
人
、
途
中
思
わ
ぬ
方
向
へ
行
く
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道

を
否
応
な
し
に
歩
む
の
で
あ
る
。
今
日
の
道
を
進
む
事
で
新
し
い
道
が
開

け
て
行
く
。「
今
日
の
道
」
と
詠
う
事
で
、
次
の
道
へ
と
進
も
う
と
す
る

強
い
意
志
と
力
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。

椿
咲
く
深
紅
の
闇
を
吐
き
な
が
ら　

�

木
暮
陶
句
郎

あ
り
か
わ
み
の
る

　
ツ
バ
キ
は
春
の
花
と
し
て
、
上
代
か
ら
知
ら
れ
、『
万
葉
集
』
に
も
詠

ま
れ
て
い
る
。
更
に
、
紫
染
に
利
用
や
ツ
バ
キ
油
を
採
取
な
ど
古
く
か
ら

行
わ
れ
、
鑑
賞
が
始
ま
っ
た
の
は
、
江
戸
期
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
陶
句
郎
さ
ん
は
創
刊
九
周
年
を
迎
え
る「
ひ
ろ
そ
火
」主
宰
で
あ
る
。「
俳

句
を
愛
し
、
自
然
を
愛
し
、
人
を
愛
す
る
。
そ
こ
に
こ
そ
花
鳥
諷
詠
と
し

て
の
俳
句
の
真
髄
が
あ
る
。」
と
語
る
。

　
掲
句
は
、
句
集
『
陶
冶
』（
Ⅱ
春
愁
の
罅
）
か
ら
。

　
「
深
紅
の
闇
」と
は
深
紅
に
内
蔵
す
る
暗
流
。
こ
の
気
運
を
進
行
形「
吐

き
な
が
ら
」
咲
く
椿
、
大
紅
で
あ
る
。

　
作
者
は
名
の
通
り
、
俳
人
と
同
時
に
、
陶
芸
家
と
し
て
も
大
活
躍
中
。

陶
器
逸
品
の
誕
生
に
も
似
て
い
る
。こ
こ
に「
ひ
ろ
そ
火
」の
根
幹
を
鑑
賞
。

　
こ
の
句
に
接
し
、
生
の
哲
学
者
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

「
型
に
は
ま
ら
な
い
も
の
、
そ
れ
が
人
間
性
だ
」

が
、
ふ
と
、
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。

肥
後
椿
雨
夜
を
落
ち
て
大
き
さ
よ　

�

中
村
汀
女

水
沢
和
世

　
汀
女
邸
に
は
何
度
か
伺
っ
て
い
て
、
見
事
な
肥
後
椿
の
満
開
時
お
招
き

頂
い
た
。
先
生
が
自
ら
説
明
さ
れ
た
程
、
お
気
に
入
り
の
椿
で
あ
っ
た
。

　

掲
句
は
、
大
輪
で
美
し
い
肥
後
椿
を
大
事
に
さ
れ
て
い
た
の
に
、
昨
夜
の
雨

で
落
ち
て
し
ま
っ
た
。「
大
き
さ
よ
」
の
措
辞
に
、
落
胆
の
程
が
推
察
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
肥
後
の
国
に
生
れ
育
っ
た
汀
女
の
容
姿
は
、
華
や
か
さ
と
、
気

品
と
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
正
に
肥
後
椿
の
よ
う
な
方
だ
っ
た
。
女
学
生
時
代
、

家
路
に
着
く
と
、
袂
は
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
－
杯
だ
っ
た
と
、
地
元
の
記
者
の
談
話
で

知
る
事
と
な
っ
た
。
そ
し
て
又
、
そ
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
入
れ
た
お
一
人
に
、
細
川

隆
元
氏
が
い
ら
し
た
事
も
。
私
が
「
風
花
」
に
入
門
し
た
時
、
先
生
は
六
十
代
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
の
気
品
に
魅
了
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
俳
句
に
感
動
し
た
事
は
然

る
事
な
が
ら
、
報
道
等
で
知
っ
た
華
麗
に
感
動
し
て
、
入
門
し
た
事
は
事
実
で
、

言
っ
て
み
れ
ば
、
み
い
・
は
あ
な
の
で
あ
る
。

引
き
際
の
美
学
椿
は
落
ち
に
け
り　

�

谷
本
元
李

美
濃
律
子

　
掲
句
は
作
者
の
第
四
句
集
『
木
椅
子
』
に
登
場
す
る
。
引
き
際
の
美
学

と
聞
く
と
、
ど
う
し
て
も
三
島
由
紀
夫
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　
椿
は
花
よ
り
も
葉
の
美
し
さ
が
名
前
の
由
来
と
さ
れ
る
説
が
あ
る
。
真

冬
で
も
厚
み
の
あ
る
艶
や
か
で
濃
い
緑
の
葉
を
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

不
屈
の
生
命
力
を
示
し
て
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
神
聖
で
繁
栄
を

象
徴
す
る
木
、
魔
除
け
の
力
を
持
つ
木
と
さ
れ
、
神
社
な
ど
で
も
多
く
目

に
す
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
い
う
椿
が
咲
か
せ
る
花
は
、
咲
き
満
ち
た
後
あ
っ
け
な

く
落
ち
て
し
ま
う
。
花
の
形
を
留と

ど
め
た
ま
ま
樹
下
を
彩
る
。
椿
の
花
に
香

り
が
無
い
の
は
、
そ
の
濃
い
花
色
に
鳥
や
虫
が
誘
わ
れ
る
か
ら
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
美
し
い
姿
の
ま
ま
落
ち
、
落
椿
と
詠
わ
れ
る
様
子
は
、
そ
れ

こ
そ
引
き
際
の
美
学
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
と
も
羨
ま
し
い
花
で
あ

る
。「
椿
は
落
ち
に
け
り
」
な
の
で
あ
る
。
同
句
集
よ
り
。

　
　
雪
椿
い
ち
り
ん
ゆ
ゑ
の
色
深
し　
　
　
　
　
谷
本
元
子

母
亡
き
に
馴
れ
て
た
つ
き
の
花
椿　

�

湯
浅
康
右

北
村
　
操

　
湯
浅
康
右
氏
は
、
藤
田
あ
け
鳥
（
草
の
花
主
宰
）
に
師
事
さ
れ
、
俳
誌

編
集
に
携
わ
る
一
方
、
事
務
局
長
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。
師
を
看
取
ら
れ

た
後
は
同
会
を
退
会
し
、
会
社
や
大
学
のOB

俳
句
ク
ラ
ブ
の
指
導
を
中

心
に
活
動
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
と
は
地
元
の
句
会
か
ら
一
緒
に「
鴻
」

に
入
会
し
ま
し
た
が
体
調
を
崩
さ
れ
止
む
無
く
退
会
さ
れ
ま
し
た
。

　
掲
句
は『
日
々
片
片
』に
続
く
句
集『
百
小
竹
』よ
り
抄
出
し
た
句
で
す
。

読
み
返
す
た
び
に
「
馴
れ
て
」
に
抒
情
の
深
さ
を
感
じ
る
の
で
す
。
刻
を

経
て
も
母
を
傍
ら
に
感
じ
る
そ
の
子
供
と
し
て
の
心
情
は
、
変
ら
な
い
の

で
す
。
母
亡
き
日
々
は
母
在
す
日
々
で
も
あ
る
と
悟
入
さ
れ
、そ
れ
を「
た

つ
き
」
の
中
で
実
感
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
開
け
っ
広
げ
の
明
る
さ

で
は
な
い
「
花
椿
」
に
託
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
思
い
の
深
さ

が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
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む
か
ご
炊
き
結
婚
記
念
日
恙
な
し

ラ
ジ
オ
か
ら
真
珠
の
声
の
星
月
夜

ふ
ぐ
鍋
に
さ
つ
と
取
り
出
す
懐
紙
か
な

冬
山
や
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
鐘
の
音

ま
ん
ま
る
な
鳩
の
屯
す
冬
木
道

ば
つ
た
ん
こ
水
の
重
さ
の
音
と
な
る

木
守
柿
一
番
星
の
ほ
ん
の
り
と

日
の
短
七
味
を
効
か
す
つ
み
れ
汁

迷
ふ
こ
と
な
し
い
ち
め
ん
の
枯
尾
花

神
の
留
守
鍵
穴
に
指
当
て
て
み
る

二
人
分
の
往
復
切
符
後
の
月

鰯

雲

キ

リ

ン

三

頭

食

事

中

秋
日
和
河
馬
の
鼻
息
荒
々
し

落
花
生
宇
宙
飛
行
士
募
集
中

蚯
蚓
鳴
く
ひ
と
つ
ふ
た
つ
の
隠
し
事

遮
断
機
の
リ
ズ
ム
に
銀
杏
落
葉
舞
ふ

踏
み
し
め
る
枯
葉
の
醸
す
温
み
か
な

一
万
歩
超
え
て
枯
葉
の
溜
ま
る
道

讃
ふ
も
妻
に
随
ふ
お
で
ん
種

が
さ
り
が
さ
り
と
足
元
の
朴
落
葉

北
城
美
佐

藤
原
明
美

佐
藤
慧
美
子

中
内
敏
夫

札

幌

船

橋

さ
い
た
ま

流

山

　

前
職
で
は
東
北
へ
出
張
に
出
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
特
に
秋
田
県
や
山
形
県
に
は
何
度
も
足
を
運

ん
だ
。
秋
田
市
に
は
祖
母
の
妹
が
住
ん
で
お
り
、

子
供
の
頃
や
二
十
代
の
頃
に
も
旅
行
で
訪
れ
て
い

て
、
馴
染
み
の
あ
る
地
域
だ
っ
た
。
今
回
は
秋
田

の
思
い
出
を
書
い
て
み
る
。

　

大
叔
母
の
家
は
秋
田
城
跡
の
近
く
に
あ
っ
た
。

将
軍
野
と
い
う
地
名
で
あ
る
。
城
跡
は
、
子
供
の

頃
に
は
調
査
・
整
備
中
で
あ
っ
た
が
、
二
十
代
に

な
っ
て
再
訪
し
た
時
に
は
史
跡
公
園
に
な
っ
て
い

た
。

　

旅
の
思
い
出
を
挙
げ
る
と
、
子
供
心
に
竿
燈
ま

つ
り
に
は
感
動
し
た
。
五
能
線
を
一
人
旅
し
て
白

神
山
地
へ
行
っ
た
の
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
そ

う
い
う
思
い
入
れ
が
あ
る
土
地
に
、
仕
事
で
訪
れ

る
の
は
新
鮮
だ
っ
た
。
駅
前
の
飲
み
屋
で
同
僚
と

愚
痴
を
こ
ぼ
し
合
っ
た
り
も
し
た
。
取
引
先
の
方

と
の
食
事
で
秋
田
の
地
元
話
を
聞
く
の
も
面
白

か
っ
た
。

　

出
張
で
は
秋
田
市
内
の
み
な
ら
ず
由
利
本
荘
市

や
そ
の
他
の
市
へ
も
、
一
回
の
出
張
で
南
へ
北
へ

手
元
に
写
真
集
『
木
村
伊
兵
衛
昭
和
を
写
す
４
秋

田
の
民
俗
』（
ち
く
ま
文
庫
）
が
あ
る
。
戦
後
写

真
の
第
一
人
者
が
県
内
各
地
を
撮
影
し
た
一
連
の

写
真
は
代
表
作
の
一
つ
だ
。
雪
国
、
田
植
え
、
お

盆
、
収
穫
、
農
村
の
四
季
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く

捉
え
て
い
る
。
大
曲
の
雄
物
川
沿
岸
を
撮
っ
た
一

枚
の
写
真
、
近
景
に
は
子
供
た
ち
の
後
ろ
姿
が
シ

ル
エ
ッ
ト
で
写
っ
て
い
る
。
そ
の
視
線
の
先
を
渡

し
船
が
横
切
っ
て
い
く
。
背
後
に
白
き
山
並
み
。

写
真
を
見
る
老
は
子
供
た
ち
の
ま
な
ざ
し
に
同
化

し
て
遠
景
の
渡
し
船
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
な

ぜ
か
懐
か
し
い
、
原
風
景
と
言
い
た
く
な
る
光

景
。
木
村
伊
兵
衛
が
撮
っ
た
「
記
録
」
が
「
記
憶
」

を
刺
激
す
る
の
だ
。

　

大
仙
市
に
出
張
し
た
時
に
は
、
昼
十
二
時
の
時

報
で
「
ド
ン
パ
ン
節
」
の
メ
ロ
デ
ィ
が
流
れ
て
驚

い
た
。
ド
ン
ド
ン
パ
ソ
パ
ン
ド
ン
パ
ン
パ
ン
♪
、

大
仙
市
中
仙
は
民
謡
・
ド
ン
パ
ン
節
の
発
祥
地
な

の
だ
。
の
ど
か
と
言
っ
て
も
い
い
町
に
突
如
鳴
り

響
き
、
び
っ
く
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

大
館
市
に
は
駅
前
に
昔
な
が
ら
の
映
画
館
が
あ

る
。
一
度
閉
館
し
て
手
つ
か
ず
の
ま
ま
だ
っ
た
跡

地
を
「
住
居
」
と
し
て
借
り
た
オ
ー
ナ
ー
が
Ｄ
Ｉ

Ｙ
で
改
修
し
復
活
さ
せ
た
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
映
画

館
「
御
成
座
」。
出
張
の
最
終
日
に
電
車
が
来
る

ま
で
時
間
が
空
い
た
の
で
、
館
内
を
見
学
さ
せ
て

も
ら
っ
た
。

　

ロ
ビ
ー
に
は
ポ
ス
タ
ー
や
映
写
機
な
ど
が
所
狭

し
と
並
ん
で
い
る
。
廊
下
に
は
掛
け
終
わ
っ
た
映

画
の
看
板
絵
が
置
か
れ
て
い
る
。
映
画
館
と
い
う

場
所
の
魅
力
が
詰
ま
っ
て
い
る
空
間
だ
。
私
が
中

学
生
く
ら
い
の
頃
ま
で
．
現
在
の
よ
う
な
シ
ネ
コ

ン
は
ま
だ
少
な
く
、
映
画
館
と
言
え
ば
こ
ん
な
感

じ
だ
っ
た
。

　

や
っ
て
来
た
電
車
に
乗
り
、
上
映
時
間
と
同
じ

く
ら
い
の
長
さ
を
か
け
て
東
京
へ
と
戻
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

と
、
こ
こ
ま

で
書
い
て
俳

句
に
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た

こ
と
に
気
付

い
た
。
そ
ん

な
回
が
あ
っ

て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
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