
俳誌のサロン



俳誌のサロン俳誌のサロン

青
簾
捲
け
よ
狐
の
嫁
入
が

あ
け
く
れ
の
音
を
奏
で
ゐ
る
雨
蛙

菖
蒲
田
に
ぬ
ば
た
ま
の
闇
多
佳
子
の
忌

鮎
漁
を
解
禁
の
日
よ
雲
走
る

ざ
り
蟹
を
釣
る
子
が
ひ
と
り
沖
縄
忌

楤
の
芽
を
摘
み
し
と
言
う
て
も
て
な
さ
る

諸
葛
菜
浦
曲
に
宵
の
来
て
ゐ
た
り

詩
ご
こ
ろ
の
旅
は
こ
れ
か
ら
雪
加
鳴
く

空
に
色
あ
り
早
苗
田
に
風
の
あ
り

乗
つ
込
み
の
鮒
ど
ち
に
日
の
た
つ
ぷ
り
と

告
ぐ
る
べ
き
言
葉
を
持
た
ず
夕
牡
丹

鷺
の
来
て
棚
田
一
段
づ
つ
の
青

帰
去
来
の
風
が
仏
法
僧
の
山

帰去来の風
主宰作品

増
成
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副主宰作品　　

和
菓
子
屋
に
赤
飯
を
買
ふ
梅
雨
晴
間

水
撒
い
て
炎
暑
の
庭
を
冷
ま
し
け
り

底
紅
の
初
花
こ
と
に
可
憐
な
る

リ
コ
ー
ダ
ー
の
ふ
つ
く
ら
響
く
夏
館

天
道
虫
子
に
遊
ば
れ
て
翅
ひ
ら
く

噎
せ
易
き
冷
し
中
華
の
ひ
と
く
ち
目

白
玉
善
哉
雨
雲
低
く
垂
れ
込
め
て

紫
陽
花
や
ひ
と
り
遊
び
の
上
手
な
子

助
手
席
に
シ
ュ
ー
マ
ン
を
聴
く
夏
至
の
夕

合
歓
咲
く
や
病
院
通
ひ
も
三
十
年

谷
口
摩
耶

　
夏
至
の
日
の
い
つ
ま
で
も
暮
れ
な
い
夕
方
、
車
の
助
手
席
に
乗
っ
て
い

た
ら
、
ラ
ジ
オ
か
ら
シ
ュ
ー
マ
ン
の
ピ
ア
ノ
曲
が
聞
こ
え
て
来
ま
し
た
。

若
い
頃
に
よ
く
弾
い
て
い
た「
子
供
の
情
景
」で
す
。そ
の
中
で
有
名
な「
ト

ロ
イ
メ
ラ
イ
」（
夢
）
は
夏
至
の
夕
方
の
光
に
合
っ
て
い
て
懐
か
し
い
気

分
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
で
は
夏
至
の
日
も
夜
が
来
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
北
の
方
は
白
夜
で
す
。「
夏
至
祭
」
は
大
切
な
お
祭
な
の
で
す
。

夏
至
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ね

て

更

衣

将

門
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地
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ん

な
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伸
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放
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虹

色

の

ペ

ン

買

ひ

足

し

て

夏

隣
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の

芽
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幼

く

て

サ
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色

雨
上
が
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凛
と
立
ち
た
る
花
菖
蒲
村
手
雅
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暑
き
夜
や
ホ
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ル
染
め
た
る
ド
ラ
ム
ソ
ロ

今

ま

さ

に

零

れ

む

ば

か

り
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の

花
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ま
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開
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を
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「
鴻
」
の
歳
時
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夏
編
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今
年
は
日
本
映
画
が
次
々
と
海
外
の
賞
を
獲

得
し
て
い
る
。
濱
口
竜
介
監
督
の
『
ド
ラ
イ
ブ
・

マ
イ
・
カ
ー
』
が
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
国
際
長
編
映

画
賞
を
受
賞
。
今
回
、
取
り
上
げ
る
『
Ｐ
Ｌ
Ａ

Ｎ 

75
」
は
力
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
「
あ
る
視
点
」

部
門
に
正
式
出
品
さ
れ
、
力
メ
ラ
ド
ー
ル
特
別

表
彰
に
輝
い
た
。
昨
今
の
映
画
は
Ｃ
Ｇ
な
ど
映

像
技
術
の
急
激
な
進
歩
を
反
映
し
て
ド
派
手
な

大
作
が
多
い
が
、
日
本
の
受
賞
作
品
は
人
間
の

内
面
を
細
密
に
描
く
と
こ
ろ
に
長
所
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
特
に
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』
は
さ

さ
い
な
日
常
の
描
写
が
大
半
を
占
め
る
が
、
そ

の
積
み
重
ね
方
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
て
、

非
常
に
重
厚
な
映
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』
の
舞
台
設
定
は
と
て
も

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
。
少
子
高
齢
化
が
世
界
一
速

く
進
行
す
る
近
未
来
の
日
本
で
、
七
十
五
歳
か

ら
生
死
の
選
択
権
を
本
人
に
与
え
る
社
会
制
度

が
施
行
さ
れ
た
。
申
請
す
れ
ば
国
家
の
支
援
の

も
と
で
安
ら
か
な
最
期
を
迎
え
ら
れ
る
と
い
う
。

若
年
層
に
の
し
か
か
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
と
い
う
名
目
で
立
法
化
さ
れ
た
制
度
の
名
前

は
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』。
そ
の
渦
中
を
生
き
る
人
々

の
物
語
で
あ
る
。

　
主
人
公
は
七
十
八
歳
の
角
谷
ミ
チ
。
演
じ
る

の
は
倍
賞
千
恵
子
だ
。
倍
賞
さ
ん
は
最
初
に
脚

本
を
読
ん
だ
と
き
、「
衝
撃
を
受
け
た
」
と
語
る
。

読
後
、
す
ぐ
に
出
演
を
決
め
た
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
自
分
が
ど
う
生
き
て
ど
う
死
ぬ
の
か
を
考

え
て
い
た
時
期
で
、
ミ
チ
の
生
き
方
と
重
な
る

部
分
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

　
こ
れ
ま
で
彼
女
は
多
く
の
役
を
リ
ア
リ
テ
ィ

を
も
っ
て
演
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
山
田
洋
次

監
督
の
『
遙
か
な
る
山
の
呼
び
声
』（
八
○
年
）

で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
民
子
と
ぴ
た
り
と
重
な
り
、

役
に
生
身
の
情
熱
と
哀
し
み
を
与
え
た
。
そ
の

後
も
倍
賞
さ
ん
は
多
く
の
役
を
演
じ
る
こ
と
を

通
し
て
、
同
じ
数
だ
け
の
人
生
を
経
験
し
て
き

た
。
今
回
、
彼
女
に
と
っ
て
、
困
難
な
時
代
を

生
き
る〝
老
女
ミ
チ
〟は
ど
う
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。

非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
ス
ト
ー
リ
ー
だ
け
に
、

自
問
自
答
を
繰
り
返
す
撮
影
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
生
く
る
こ
と
や
う
や
く
楽
し
老
の
春

富
安
風
生
」

「
老
い
た
れ
ば
風
船
か
づ
ら
吹
い
て
み
し吉

田
鴻
司
」

「
老
の
春
」
の
句
は
、
風
生
八
〇
才
の
時
の
作
。

そ
れ
だ
け
の
齢
を
重
ね
た
か
ら
こ
そ
訪
れ
る
、

安
寧
な
日
々
へ
の
感
謝
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
老

い
た
本
人
だ
け
で
な
く
、
長
寿
を
尊
ぶ
社
会
が

あ
っ
て
成
立
す
る
句
で
も
あ
る
。「
風
船
か
づ
ら
」

の
句
に
も
老
い
を
楽
し
む
気
分
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
風
船
か
づ
ら
の
紙
風
船
の
よ
う
に
膨
ら
ん

だ
果
実
は
、
思
わ
ず
吹
い
て
揺
ら
し
た
く
な
る
。

老
人
の
細
い
息
で
も
十
分
に
揺
れ
て
く
れ
る
愉

快
さ
を
、
鴻
司
師
は
楽
し
ん
で
い
た
。

　
し
か
し
、
尊
厳
死
と
称
し
て
老
人
を
死
に
追

い
や
る
制
度
の
前
で
は
、
こ
れ
ら
の
句
は
無
効

と
な
る
。
老
い
を
楽
し
む
こ
と
を
許
さ
な
い『
Ｐ

Ｌ
Ａ
Ｎ 75

』
と
は
一
体
、
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

自
己
責
任
論
が
幅
を
利
か
せ
る
日
本
で
は
各
種

の
格
差
が
拡
大
し
、
低
所
得
者
層
や
高
齢
者
な

ど
、
社
会
的
弱
者
へ
の
共
感
や
配
慮
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 75

』

に
繋
が
る
風
潮
が
今
、
社
会
を
覆
い
始
め
て
い

る
。

　
そ
う
し
た
危
機
感
が
早
川
監
督
を
突
き
動
か

し
て
、
こ
の
映
画
は
制
作
さ
れ
た
。
高
齢
者
問

題
以
外
に
も
、
外
国
人
労
働
者
へ
の
差
別
や
障

害
者
施
設
殺
傷
事
件
な
ど
も
映
画
の
背
景
に
織

り
込
ま
れ
て
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な

が
ら
現
代
日
本
の
優
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

に
も
な
っ
て
い
る
。

「
朝
顔
や
ひ
と
は
ひ
と
つ
の
顔
に
老
い

加
藤
楸
邨
」

　
正
直
、
こ
の
句
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
確
か

に
老
い
て
い
く
顔
に
は
ひ
と
つ
の
傾
向
が
あ
り
、

内
面
的
に
も
次
第
に
自
他
の
区
別
が
曖
昧
に
な

る
心
理
が
あ
る
。
し
か
し
映
画
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』

に
は
、
個
性
を
保
ち
な
が
ら
老
い
て
い
く
人
間

が
多
く
登
場
す
る
。
主
人
公
の
角
谷
ミ
チ
は
夫

に
先
立
た
れ
る
も
、
一
人
で
健
気
に
暮
ら
し
て

い
る
。
仕
事
は
ホ
ナ
ル
の
消
掃
員
で
、
同
僚
は

同
世
代
の
女
性
た
ち
だ
、
黙
々
と
仕
事
を
こ
な

し
、つ
つ
ま
し
い
な
が
ら
幸
せ
な
時
を
分
け
合
っ

て
い
る
彼
女
た
ち
の
表
情
は
豊
か
で
、
と
て
も

「
ひ
と
つ
の
顔
」
に
は
く
く
れ
な
い
。

　
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』
で
は
、
制
度
の
勧
誘
員
や
相

談
員
と
し
て
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
働
く
若
者
た

ち
の
心
象
も
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の

親
類
縁
者
に
も
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』
の
対
象
者
が

い
る
。
電
話
越
し
と
は
い
え
触
れ
合
っ
た
こ
と

で
生
じ
る
感
情
の
揺
れ
や
疑
問
に
も
、
深
刻
な

問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
老
人
介
護
施
設
で
働

く
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
マ
リ
ア
が
、
娘
の
手
術
代

を
捻
出
す
る
た
め
に
よ
り
報
酬
の
高
い
『
Ｐ
Ｌ

Ａ
Ｎ 

75
』
関
連
の
施
設
に
転
職
し
た
り
、
今
の

日
本
の
抱
え
る
問
題
が
と
て
も
リ
ア
ル
に
描
か

れ
て
い
る
。
僕
が
見
に
行
っ
た
時
、
映
画
館
は

満
席
で
、
観
客
の
中
に
は
若
い
人
た
ち
が
多
く

見
受
け
ら
れ
た
の
が
頼
も
し
か
っ
た
。

「
葛
咲
く
や
心
に
い
つ
も
杖
添
へ
て　

 

鴻
司
」

　
そ
ん
な
時
代
を
踏
ま
え
て
こ
の
句
を
読
む
と
、

俳
句
と
い
う
文
芸
の
優
し
さ
が
い
っ
そ
う
際
立

つ
。

　
そ
れ
に
し
て
も
倍
賞
さ
ん
の
演
技
は
見
事
で

あ
る
。
日
常
生
活
の
ふ
と
し
た
場
面
で
、
ス
ク

リ
ー
ン
に
顔
や
手
の
雛
が
克
明
に
映
し
出
さ
れ

る
。
女
優
と
し
て
は
大
変
な
冒
険
だ
と
思
わ
れ

る
が
、
倍
賞
さ
ん
は
臆
さ
ず
演
技
に
集
中
す
る
。

特
に
セ
リ
フ
の
な
い
シ
ー
ン
が
秀
逸
で
、
指
や

顔
を
淡
々
と
捉
え
た
無
言
の
映
像
が
雄
弁
に
語

り
だ
す
。
そ
れ
は
圧
倒
的
に
美
し
く
、
神
聖
な

表
現
に
な
っ
て
い
た
。

　
『
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ 

75
』
で
の
死
を
決
意
し
て
施
設
に

行
く
こ
と
に
し
た
ミ
チ
は
、
そ
の
不
自
然
さ
に

気
づ
き
、
周
囲
の
人
間
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
心

に
従
っ
て
動
き
出
す
。
ミ
チ
の
奥
に
は
確
か
に

倍
賞
さ
ん
が
存
在
し
て
い
る
。
ミ
チ
と
い
う
役

柄
と
、
倍
賞
さ
ん
の
気
迫
が
溶
け
合
っ
て
、
老

い
だ
か
ら
こ
そ
表
現
で
き
る
希
望
が
そ
こ
に
見

え
る
の
だ
っ
た
。

「
白
樺
の
幹
ぼ
つ
き
り
と
冬
を
越
す

飯
川
久
子
」
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　『
草
蜉
蝣
』
は
著
者
の
第
三
句
集
『
遍
歴
』
よ
り
七
年
を

経
た
第
四
句
集
。
始
め
て
手
に
し
た
と
き
、
句
集
名
に
似
た

静
か
な
や
わ
ら
か
な
感
触
が
、
そ
の
装
丁
の
中
か
ら
も
伝

わ
っ
て
き
た
。
著
者
の
人
柄
が
滲
み
出
る
よ
う
な
手
ざ
わ
り

が
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
そ
の
手
ざ
わ
り
を
楽
し
む
よ
う
に
、

掌
中
に
あ
た
た
め
て
い
た
記
憶
が
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。

　　
　
草
蜉
蝣
昼
月
淡
く
山
の
端
に

　
　
草
蜉
蝣
九
鬼
水
軍
の
島
に
か
な

　
　
草
蔭
を
出
で
ぬ
草
蜉
蝣
の
昼

　
　
草
蜉
蝣
や
は
ら
か
な
雨
来
て
ゐ
た
り

　
そ
の
題
と
な
っ
た
「
草
蜉
蝣
」
の
句
は
四
句
収
納
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
著
者
は
そ
の
あ
と
が
き
の
中
で
「
私
の
俳
句

の
多
く
は
旅
や
近
隣
の
吟
行
で
為
し
た
作
品
、
そ
れ
を
ど
う

己
が
息
遣
い
と
し
て
打
ち
出
せ
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

添
っ
て
「
熟
慮
の
上
、
こ
の
『
草
蜉
蝣
』
を
句
集
名
と
す
る

こ
と
に
決
め
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
草
蜉
蝣
と
い
う
か
よ

わ
い
小
さ
な
い
の
ち
、
そ
の
い
の
ち
に
焦
点
を
当
て
た
作
品

が
並
ん
で
い
る
。
著
者
の
句
材
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
き
も

の
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
て
い
る
。

　
　
大
和
三
山
眠
れ
る
ほ
ど
の
山
で
な
し

　
　
鳥
け
も
の
眠
ら
せ
て
山
眠
り
ゐ
る

　
　
熱
田
へ
の
渡
し
に
冬
の
鵙
の
声

　
　
冬
の
鵙
百
日
百
座
の
寺
に
か
な

　
藤
原
京
跡
あ
た
り
か
ら
鮮
や
か
に
見
え
る
大
和
三
山
は
標

高
・
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
山
。
そ
こ
に
暖
か
き
日
が

当
る
。
そ
ん
な
古
都
へ
の
郷
愁
が
「
山
眠
る
」
の
季
語
に
巧

ま
ず
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
桑
名
の
渡
し
で
聞
く
鵙

の
声
。
千
葉
・
市
川
市
の
中
山
法
華
経
寺
で
聞
く
鵙
の
声

音
。
こ
こ
は
日
蓮
上
人
の
百
日
百
座
を
組
ま
れ
た
寺
院
で
も

あ
る
。
と
も
に
往
時
へ
と
心
を
放
ば
す
著
者
の
呟
き
が
聞
こ

え
そ
う
な
作
品
で
あ
る
。

　
　
火
を
焚
か
な
近
江
も
奥
の
月
の
背
戸

　
　
近
江
八
幡
曼
陀
羅
の
雪
が
降
る

　
　
近
江
は
も
啄
木
鳥
が
樹
を
叩
く
音

　
　
あ
つ
け
な
く
雪
と
な
り
た
る
関
ケ
原

　
関
西
出
身
の
著
者
で
あ
れ
ば
関
西
を
旅
し
た
句
が
か
な
り

多
く
あ
る
。
そ
れ
も
大
方
が
奈
良
と
近
江
。
著
者
は
子
供
の

頃
か
ら
、
友
人
と
こ
の
二
県
を
多
く
歩
き
、
残
り
い
る
自
然

に
、
暮
ら
し
の
風
習
に
、
親
し
き
歴
史
の
足
跡
を
見
続
け
て

い
た
か
ら
だ
と
言
う
。
余
り
に
も
観
光
化
し
て
美
麗
な
京
都

よ
り
、
こ
の
地
が
好
き
だ
と
言
う
。
こ
の
地
に
佇
ち
往
古
へ

の
思
い
に
浸
る
作
者
像
の
見
え
る
作
品
で
あ
る
。

　
　
奉
納
の
妻
籠
土
雛
ひ
か
た
吹
く

　
　
岩
魚
焼
き
中
仙
道
の
狐
雨

　
　
旅
籠
名
の
袴
行
灯
緑
雨
く
る

　
妻
籠
・
馬
籠
を
歩
い
た
作
品
。
静
か
に
語
ら
れ
る
渓
谷
に

沿
う
町
の
景
の
描
写
の
中
に
、
信
濃
と
い
う
山
国
の
詩
情
が

物
語
を
描
く
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
芋
水
車
羽
後
も
奥
な
る
里
に
ゐ
る

　
　
象
潟
の
雨
の
鵯
上
戸
か
な

等
「
奥
の
細
道
」
の
地
、
出
羽
を
詠
っ
た
句
も
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
見
掛
け
る
。「
鴻
」
主
宰
と
な
ら
れ
て
ほ
ぼ
二
十
年
、

各
地
へ
の
句
会
指
導
や
作
句
の
た
め
の
行
脚
が
続
い
て
い

る
。
正
直
、
高
齢
で
痩
身
の
見
か
け
と
違
い
強
か
さ
を
持
つ

作
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
詠
わ
れ
る
句
は
、
お
お
む

ね
明
る
く
、
お
お
む
ね
穏
や
か
に
景
を
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

殆
ど
と
言
っ
て
暗
き
を
詠
っ
た
句
は
な
い
。
育
ち
来
し
暮
ら

し
や
家
族
、
周
囲
を
囲
む
知
己
、
友
人
。
そ
ん
な
環
境
が
生

み
出
し
た
著
者
の
詩
情
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
静
か
な
明
る
さ
に
も
強
く
心
を
惹
か
れ
て
い
る
。

　
　
源
義
忌
鴻
司
忌
秋
の
澄
む
こ
と
よ

　
　
源
義
の
墓
に
二
月
の
雪
が
降
る

　
著
者
は
角
川
源
義
を
生
涯
の
大
恩
人
だ
と
話
す
。
こ
の
思

い
は
亡
き
吉
田
鴻
司
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。
俳
句
の
師
の
ほ

か
に
源
義
は
己
が
暮
ら
し
の
灯
火
だ
っ
た
と
も
言
う
。
鴻
司

も
身
ほ
と
り
に
あ
っ
て
、
と
も
に
源
義
へ
の
傾
倒
を
深
め
て

行
っ
た
大
き
な
先
輩
で
あ
っ
た
と
言
う
。
著
者
の
句
に
は
忌

俳
句
は
か
な
り
あ
る
が
、著
者
が
最
も
そ
の
忌
を
語
る
の
は
、

紛
れ
も
な
く
こ
の
二
人
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。

　
　
更
衣
済
ま
せ
て
妻
の
逝
き
に
け
り

　
　
ぽ
つ
ぺ
ん
が
そ
の
ま
ま
母
の
手
文
庫
に

　
　
母
よ
妻
よ
鵲
の
橋
渡
り
来
よ

　
六
十
四
歳
の
妻
を
、
百
一
歳
の
母
を
天
界
へ
と
送
っ
た
思

い
が
、
そ
の
ま
ま
じ
ん
と
胸
に
届
く
作
品
で
あ
る
。
決
し
て

大
上
段
に
そ
の
計
を
語
ら
ず
、
明
る
く
ぽ
つ
り
と
呟
く
よ
う

な
句
の
中
に
逆
に
深
い
哀
し
み
が
滲
み
出
る
思
い
が
残
っ
て

い
る
。
著
者
を
支
え
て
く
れ
た
大
事
な
家
族
、
そ
の
家
族
が

あ
っ
て
の
今
の
著
者
が
あ
る
。
振
り
返
る
よ
う
な
ぬ
く
も
り

の
見
え
る
作
品
で
あ
る
。

　
　
米
寿
と
は
老
い
の
振
り
出
し
藪
柑
子

　
　
炉
火
爆
ぜ
よ
自
問
自
答
の
ま
だ
途
中

　
　
草
笛
に
草
笛
を
も
て
応
へ
け
り

　
句
作
り
を
志
し
て
ほ
ぼ
七
十
年
と
い
う
著
者
の
現
在
の
心

境
が
「
私
も
米
寿
。
し
か
し
ま
だ
自
分
の
俳
句
は
見
え
て
こ

な
い
。
老
い
た
れ
ば
老
い
た
な
り
の
静
か
な
青
春
性
を
追
求

し
て
ゆ
き
た
い
」
と
、
帯
文
の
所
信
に
記
す
著
者
。
中
年
の

頃
に
は
仲
間
か
ら
青
年
・
栗
人
と
呼
ば
れ
て
い
た
著
者
ら
し

い
生
き
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
の
一
冊
を
私
の
珠
玉
の
一
冊
と
し

て
座
右
に
置
き
た
い
。

　
第
四
句
集
上
梓
を
心
か
ら
祝
い
た
い
。
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記
念
樹
の
花
桃
す
で
に
三
十
年

声
だ
け
で
会
へ
ぬ
日
々
な
り
藤
の
花

柿
の
芽
の
ま
だ
幼
く
て
サ
ラ
ダ
色

芍
薬
の
蕾
を
撫
で
て
通
り
け
り

お
母
さ
ん
と
医
者
に
呼
ば
れ
て
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

母
の
日
の
娘
と
嫁
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

父
の
名
を
唱
ふ
仏
壇
花
ぐ
も
り

雨
上
が
り
凛
と
江
ち
た
る
花
菖
蒲

退
院
の
夫
を
待
ち
を
り
花
み
か
ん

駅
ま
で
の
道
を
歩
く
や
麦
の
秋

笑
む
は
は
の
写
真
に
笑
み
て
母
の
日
よ

川
波
に
夕
日
う
つ
り
て
業
平
忌

湯
呑
み
手
に
回
り
く
る
鮨
待
ち
て
を
り

暑
き
夜
や
ホ
ー
ル
染
め
た
る
ド
ラ
ム
ソ
ロ

山
つ
つ
じ
夕
影
残
る
七
曲
り

身
の
丈
の
暮
し
で
あ
り
ぬ
黄
水
仙

教

会

の

塔

の

尖

端

春

の

雲

七
色
に
流
れ
て
ゆ
き
ぬ
石
鹸
玉

今
ま
さ
に
零
れ
む
ば
か
り
藤
の
花

庭
石
を
覆
ふ
杜
鵑
花
の
花
盛
り-

福
地
タ
カ

村
手
雅
子

三
浦
信
行

上
杉
　
馨

喜
多
方

豊

川

豊

川

札

幌

　

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線
小
田
原
駅
の
改
札
口
に
出
る

と
、
巨
大
な
提
灯
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
が
ま

ず
目
に
入
る
。
折
り
た
た
む
こ
と
が
で
き
、
雨
に

も
強
い
と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
旅
人
に
愛

用
さ
れ
た
郷
土
の
工
芸
品
「
小
囲
原
提
灯
」。
童

謡
「
お
さ
る
の
か
ご
や
」
に
も
歌
わ
れ
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

　

自
粛
期
間
中
に
都
内
に
出
る
こ
と
が
め
っ
き
り

減
り
、
神
奈
川
県
内
で
散
策
場
所
を
探
し
て
い
る

と
き
に
通
っ
た
の
が
小
田
原
だ
。

　

駅
前
や
小
田
原
城
周
辺
は
観
光
地
化
さ
れ
て
い

る
が
、
一
本
裏
に
入
っ
た
商
店
街
は
人
も
ま
ば
ら

で
、
古
い
看
板
建
築
な
ど
も
残
っ
て
お
り
、
ぶ
ら

り
町
歩
き
に
は
最
適
で
あ
る
。
旧
東
海
道
の
宿
場

町
で
も
あ
る
の
で
、「
旧
東
海
道
を
歩
く
」
シ
リ
ー

ズ
を
断
続
的
に
書
い
て
き
た
当
コ
ラ
ム
で
取
り
上

げ
る
に
は
絶
好
の
場
所
で
は
な
い
か
。

　

町
に
は
城
下
町
・
宿
場
町
の
面
影
に
思
い
を
馳

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
歴
史
的
町
名
碑
が

各
所
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。「
欄
干
橋
町
」「
鍋
町
」

「
大
工
町
」
な
ど
、
旧
町
名
は
そ
こ
が
か
つ
て
ど

う
い
う
場
所
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
手
が
か
り

に
な
る
。

　

小
田
原
と
い
え
ば
、
か
ま
ぼ
こ
で
あ
る
。
蒸
し

か
ま
ぼ
こ
は
、
江
戸
後
期
に
小
田
原
の
地
で
考
案

さ
れ
、
関
東
式
の
板
か
ま
ぼ
こ
と
し
て
全
国
に
広

ま
っ
た
。
旧
東
海
道
や
千
度
小
路
に
は
老
舗
の
か

ま
ぼ
こ
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
駅
前
の
土
産
屋

で
も
買
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
本
格
的
な
か
ま
ぼ

こ
好
き
は
是
非
足
を
伸
ば
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

干
物
屋
や
鰹
節
屋
な
ど
も
現
役
で
、
漁
師
町
の
雰

囲
気
が
色
濃
く
残
る
エ
リ
ア
だ
。
周
辺
は
「
か
ま

ぼ
こ
通
り
」
と
名
付
け
ら
れ
、
店
先
に
は
テ
ー
ブ

ル
も
出
て
い
る
の
で
、
気
軽
な
食
べ
歩
き
も
楽
し

め
る
。

　

か
ま
ぼ
こ
通
り
か
ら
海
岸
に
出
る
と
、「
御
幸

の
浜
」。
明
治
六
年
に
明
治
天
皇
と
皇
后
が
地
引

網
漁
を
ご
覧
に
な
る
行
幸
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の

名
が
付
け
ら
れ
た
。
西
湘
バ
イ
パ
ス
を
潜
ら
な
い

と
浜
に
出
ら
れ
な
い
の
は
無
粋
だ
が
、
晴
れ
た
日

は
伊
豆
半
島
や
三
浦
・
房
総
半
島
ま
で
見
渡
せ
る

景
色
の
よ
い
海
岸
で
あ
る
。

　
　

愛
さ
れ
ず
し
て
沖
遠
く
泳
ぐ
な
り

藤
田
湘
子

　

小
田
原
出
身
の
湘
子
の
代
表
作
。「
愛
さ
れ
ず

し
て
」
に
は
、
師
・
水
原
秋
櫻
子
と
の
反
目
、
そ

の
頃
の
欝
屈
と
し
た
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。「
沖
」
は
、
育
っ
た
町
の
海
、
御

幸
の
浜
の
沖
な
の
で
は
と
想
像
す
る
。
こ
の
浜

は
、
波
の
音
と
対
話
し
思
索
に
耽
る
に
は
う
っ
て

つ
け
の
海
岸
だ
と
訪
れ
て
感
じ
た
。
湘
子
の
反
目

や
鬱
屈
は
、
こ
の
浜
の
岸
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
鎮

ま
り
癒
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
確
証
の
な
い
鑑

賞
だ
が
、
こ
の
句
と
浜
の
風
景
を
重
ね
て
み
る
と

イ
メ
ー
ジ
が
広
が
る
。

小田原・御幸の浜
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