


安

立

公

彦

群
青
の
磤
馭
慮
島
や
初
筑
波

冬
夕
焼
雲
は
雲
ど
ち
彩
重
ね

小
寒
や
早
や
点
し
あ
る
宵
の
路
地

寒
昴
亡
き
誰
彼
の
こ
ゑ
聞
こ
ゆ

明
日
を
約
す
茜
の
空
や
日
脚
伸
ぶ

主

宰

の

句



恋
文
の
ご
と
く
書
き
溜
め
牡
丹
の
句

　「
こ
こ
の
と
こ
ろ
む
や
み
や
た
ら
と
牡
丹
の
句
を
つ
く
っ
て
き

た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
通
り
師
に
は
牡
丹
の
句
が
多
い
。
だ
が
「
概

ね
は
牡
丹
の
芽
を
愛
し
花
を
愛
す
る
自
分

1

1

を
詠
っ
て
い
る
よ
う

だ
」
と
も
。
し
か
し
又
「
俳
」
の
窮
極
の
境
地
は
「
私
」
か
ら
出

発
し
て
「
私
」
を
忘
れ
た
先
に
在
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
忘

我
」
の
境
地
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
と
「
安
住
敦
の
世
界
」
で

述
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。「
俳
」
と
は
何
と
も
は
や
奥
が
深
い
。

綱
　

徳

女

『
午
前
午
後
』
昭
和
四
十
五
年

安
住
敦
の
句



神
将
冬
円
陣
な
し
て
手
は
組
ま
ず

　「
新
薬
師
寺
」
の
前
書
き
が
あ
る
。
法
起
寺
、
白
毫
寺
、
法
輪

寺
と
、
奈
良
の
古
刹
を
巡
ら
れ
た
折
の
御
句
で
あ
ろ
う
。
大
き
な

御
目
の
薬
師
如
来
を
囲
ん
で
、
或
い
は
雁
の
列
を
見
よ
う
と
手
を

翳
し
、
肩
掛
を
伊
達
に
結
び
、
弓
手
の
剣
で
萩
を
刈
る
。
傑
作
は

斎
の
栗
飯
を
飽
食
し
て
睡
く
な
り
、
大
口
を
開
く
念
怒
像
が
あ
る

か
と
思
え
ば
、
猪
が
来
る
ぞ
と
金
剛
杵
を
振
る
な
ど
、
十
二
神
将

の
佇
ま
い
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
く
十
二
句
が
続
い
て
い
る
。

生

田

高

子

『
柿
の
木
坂
雑
唱
』
昭
和
五
十
年

安
住
敦
の
句



除
夜
の
鐘
並
び
て
撞
き
て
尼
僧
寺

寒
柝
や
隣
家
を
折
れ
て
柝
遠
音

水
谷
右
京
の
ド
ラ
マ
の
フ
ァ
ン
や
初
珈
琲

父
は
背
に
切
火
を
切
ら
れ
初
出
勤

初
芝
居
播
磨
屋
三
代
め
で
た
け
れ

○

鈴

木

榮

子

三
の
酉
四
の
五
の
言
は
ず
参
り
や
ん
せ

マ
ー
ラ
ー
聴
く
マ
フ
ラ
ー
に
首
埋
め
つ
つ

櫻
桃
子
忌
冬
の
日
射
の
晴
男

そ
つ
と
来
し
吉
報
暮
れ
の
仕
舞
風
呂

伊
勢
海
老
や
重
装
備
に
て
且
つ
ま
た
敏

○

上

山

永

晃

冬
濤
音
夜
つ
ぴ
て
句
碑
に
届
き
ゐ
む
（
赤
間
神
宮
）

こ
こ
に
絶
え
し
平
家
一
門
冬
鷗

冬
麗
の
海
へ
目
を
遣
り
一
周
忌
（
弟
）

チ
ェ
ン
バ
ロ
の
脚
美
し
き
聖
夜
か
な

数
へ
日
や
天
井
桟
敷
に
バ
ッ
ハ
聴
き

○

西

川

保

子

薬
喰
下
戸
は
大
方
句
が
不
味
し

社
会
鍋
夢
ま
だ
捨
て
ぬ
似
顔
描
き

煤
掃
い
て
「
忘
年
」
の
語
を
つ
つ
し
め
り

日
本
一
の
養
蚕
県
と
詠
む
か
る
た

副
作
用
承
知
の
薬
嚥
む
寒
夜

○

片
桐
て
い
女

燈
下
集



十
二
月
八
日
真
赤
な
月
の
昇
り
け
り

大
マ
ス
ク
夫
と
気
付
か
ず
擦
れ
ち
が
ふ

日
向
ぼ
こ
誰
も
良
き
顔
し
て
を
り
ぬ

古
暦
捨
て
る
に
惜
し
き
ち
ひ
ろ
の
絵

笹
子
鳴
く
一
口
に
た
る
京
干
菓
子

○

宮

沢

治

子

雪
吊
や
三
角
函
数
忘
じ
け
り

遁
甲
の
術
皆
伝
や
枯
蟷
螂

羽
子
板
市
今
年
の
顔
の
楽
し
み
に

入
れ
替
り
柚
子
転
げ
出
づ
湯
船
か
な

想
ひ
出
の
零
る
る
が
ご
と
竜
の
玉

○

鈴

木

撫

足

出
格
子
の
つ
づ
く
家
並
枇
杷
の
花

島
影
を
遠
く
押
し
や
る
冬
の
霧

雑
木
林
冬
日
の
は
だ
ら
踏
み
ゆ
け
り

贋
作
を
承
知
の
壺
や
初
座
敷

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
窓
に
昼
餉
の
二
日
か
な

○

永

島

雅

子

熟
れ
柿
を
い
た
だ
き
ま
す
と
鵯
の
鳴
く

木
守
柿
雨
の
日
暮
と
な
り
に
け
り

水
仙
の
す
つ
く
と
立
つ
る
気
品
か
な

残
照
を
溶
か
し
込
み
た
る
冬
霞

浮
雲
の
あ
つ
け
ら
か
ん
と
年
詰
ま
る

○

府

川

昭

子

開
戦
の
日
の
し
み
じ
み
と
葱
青
し

風
に
聴
く
魔
王
の
歌
や
枯
木
道

北
風
に
吹
落
さ
れ
て
地
下
酒
場

指
白
く
『
死
者
の
書
』
を
繰
る
霜
夜
か
な

胸
に
抱
く
三
日
月
白
し
熊
眠
る

○

片

山

博

介

空
濠
の
哀
史
を
灯
す
帰
り
花

雪
蛍
己
が
白
さ
に
酔
う
て
を
り

飛
び
石
に
つ
ま
づ
く
風
や
竜
の
玉

木
道
の
か
そ
け
き
流
れ
冬
木
の
芽

冬
の
池
う
ご
め
く
命
あ
り
に
け
り

○

清

水

美

子



ひ
ら
め
き
の
疎
か
な
ら
ず
蜂
光
る

三
伏
や
極
彩
色
の
中
華
街

ジ
ー
パ
ン
の
堅
き
乾
き
や
信
長
忌

太
陽
の
雫
ふ
り
ま
く
水
着
か
な

真
つ
白
な
雲
の
造
形
ソ
ー
ダ
水

海
暮
れ
て
心
許
な
き
素
足
か
な

一
水
の
調
べ
豊
か
に
今
朝
の
秋

芯
硬
き
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
涼
新
た

光
年
の
遠
距
離
恋
愛
星
今
宵

や
は
ら
か
く
肩
抱
か
る
や
秋
風
裡

豊
年
や
押
さ
れ
て
痛
き
足
の
つ
ぼ

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
魔
女
の
呪
文
や
大
南
瓜

小
春
日
や
た
は
む
れ
に
引
く
恋
神
籤

宴
会
の
帰
り
道
連
れ
風
邪
の
神

短
針
を
追
ふ
長
針
や
晦
日
蕎
麦

参
道
の
一
直
線
の
淑
気
か
な

恵
方
道
思
は
ぬ
方
へ
曲
が
り
け
り

何
と
い
ふ
事
も
無
け
れ
ど
春
隣

花
桃
や
恋
す
る
な
ら
ば
右
大
臣

女
に
は
女
の
秘
密
雛
の
酒

気
持
ち
良
く
騙
さ
れ
て
を
り
春
の
夢

三
月
の
寒
さ
を
言
ひ
て
別
れ
け
り

屈
託
は
風
に
あ
づ
け
て
青
き
踏
む

と
り
あ
へ
ず
無
事
の
報
せ
や
初
燕

縺
れ
や
す
き
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ド
四
月
馬
鹿

春
燈
賞
（
抄
）
25
句
自
選矢

口
笑
子



当

月

集

安
立
　
公
彦
選自

分
史
な
ど
書
く
気
も
な
く
て
嚔
せ
り

生
き
方
を
変
へ
て
も
み
た
し
師
走
風

煤
払
ひ
な
ど
な
き
旅
の
一
と
日
か
な

初
春
や
空
港
ロ
ビ
ー
の
江
戸
囃
子

箱
根
駅
伝
ピ
ス
ト
ル
役
の
深
呼
吸

○

松
山
三
千
江

初
霜
の
明
日
へ
磨
く
心
か
な

急
行
を
待
つ
鈍
行
や
冬
の
雨

枇
杷
の
花
言
葉
少
な
き
寧
け
さ
に

冬
の
月
丹
を
ま
と
ひ
つ
つ
蝕
に
入
る

蛇
口
よ
り
水
垂
直
に
去
年
今
年

○

藤

原

若

莱

冬
林
檎
齧
る
ベ
ン
チ
や
レ
ノ
ン
の
忌

時
雨
る
る
や
視
力
検
査
の
Ｃ
の
向
き

家
中
を
走
る
掃
除
機
日
短
か

き
り
き
り
と
束
ぬ
る
髪
や
大
晦
日

嫁
姑
ほ
ど
よ
き
距
離
の
若
菜
か
な

○

矢

口

笑

子

冬
空
を
押
し
上
げ
て
ゐ
る
楠
大
樹

極
月
や
日
差
し
明
る
き
八
幡
宮

石
蕗
咲
く
や
寺
町
に
あ
る
小
学
校

水
清
き
川
面
に
二
羽
の
浮
寝
鳥

柊
の
花
軽
や
か
に
咲
き
に
け
り

○

赤

羽

陽

子

歳
晩
や
曲
が
つ
て
み
た
き
路
地
の
町

人
の
住
む
気
配
は
み
え
ず
枇
杷
の
花

別
荘
の
氷
柱
か
が
や
く
湖
畔
か
な

藪
柑
子
水
門
の
水
ほ
と
ば
し
る

お
が
く
づ
の
残
る
切
株
春
を
待
つ

○

都
丸
美
陽
子



ひ
か
り
つ
つ
散
り
ゆ
く
冬
の
黄
葉
か
な　

�

千
葉　

海
村　

礼
子

銀
の
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
や
漱
石
忌

極
月
や
着
水
の
鳥
し
ぶ
く
波

冬
の
日
を
ゆ
た
に
受
け
つ
つ
玻
璃
磨
く

殿
と
気
付
く
師
走
の
駅
出
口　

�
神
奈
川　

石
田　

康
明

歯
医
者
よ
り
築
地
へ
ま
は
る
年
用
意

短
日
の
バ
ス
定
刻
を
違
へ
ず
来

死
す
る
よ
り
生
く
る
が
難
し
近
松
忌

笑
み
湛
ふ
一
茶
の
坐
像
冬
ぬ
く
し　
（
炎
天
寺
四
句
）　

�

東
京　

佐
藤　

玲
子

小
春
日
や
痩
身
一
茶
の
足
何
文

威
儀
正
す
大
福
蛙
冬
日
向

と
り
ど
り
の
落
葉
の
嵩
や
外
厨

松
籟
に
孤
鴉
ひ
と
声
の
淑
気
か
な　

�

千
葉　

神
田　

恵
琳

昂
り
も
あ
き
ら
め
も
無
く
滝
凍
つ
る

�

春
燈
の
句

安
立
　
公
彦
選

産
土
神
の
松
韻
ゆ
た
か
初
詣

襟
元
を
た
だ
し
隣
家
へ
御
慶
か
な

こ
き
り
こ
の
流
れ
て
ゐ
た
る
鰤
の
宿　

�

兵
庫　

伊
藤　

百
江

初
鰤
の
糶
に
声
飛
ぶ
熱
気
飛
ぶ

煌
め
き
を
裁
つ
て
水
尾
曳
く
番
鴨　

�（
箱
根
ガ
ラ
ス
の
森
）

日
の
光
砕
き
て
潜
く
鳰

数
へ
日
の
日
差
だ
い
じ
に
使
ひ
け
り　

�

神
奈
川　

浅
木　

ノ
ヱ

床
の
間
の
「
凛
」
の
一
字
や
去
年
今
年

半
衿
の
刺
繍
寿
ぐ
け
ふ
の
春

ラ
ン
ナ
ー
に
二
日
の
富
士
の
美
し
厳
し

初
霜
や
鳥
の
素
通
る
実
の
上
に　

�

千
葉　

吉
村
さ
よ
子

寒
昴
挑
む
眼
ひ
そ
む
男
の
子
か
な

黒
髪
を
束
ね
始
む
る
寒
稽
古

明
日
へ
の
息
の
ぬ
く
も
り
冬
夕
焼

�



余

言
安
立
公
彦

　
　
夕
し
ぐ
れ
鷗
外
漁
史
の
胸
像
に
　�

西
川
　
保
子
　

　「
漁
史
」
は
文
人
の
雅
号
の
下
に
添
え
る
語
。
近
代
以
降
の
文
人
の

中
で
、
ま
こ
と
漁
史
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
作
家
は
鷗
外
森
林
太
郎
を
最

と
す
る
。「
鷗
外
漁
史
」
の
響
き
も
い
い
。

　
こ
の
句
、
そ
の
鷗
外
の
胸
像
に
折
か
ら
し
ぐ
れ
が
降
り
か
か
っ
た
と

い
う
。
一
句
の
形
も
そ
の
胸
像
を
目
交
に
す
る
か
に
姿
正
し
い
。
な
お

鷗
外
の
墓
所
は
三
鷹
駅
南
口
の
禅
林
寺
に
あ
る
。
墓
石
の
銘
は
「
森
林

太
郎
墓
」の
み
。
こ
れ
が
鷗
外
の
遺
言
に
よ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
。

蛇
足
な
が
ら
鷗
外
を
師
と
仰
ぐ
太
宰
治
の
墓
は
、
鷗
外
の
墓
の
斜
め
向

か
い
に
あ
る
。

　
　
時
雨
忌
や
花
入
の
銘
旅
枕
　�

佐
藤
　
信
子
　

　
こ
の
句
も
格
調
の
高
い
作
品
だ
。俳
諧
の
祖
と
も
言
う
べ
き
芭
蕉
が
、

大
阪
御
堂
筋
の
花
屋
仁
右
衛
門
方
で
没
し
た
の
は
元
禄
七
年
十
月
十
二

日
。
一
三
八
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
享
年
五
十
一
歳
は
今
か
ら
考
え

る
と
若
い
。わ
が
春
燈
の
祖
は
芭
蕉
忌
を
ど
う
詠
ん
で
い
る
の
か
。〈
む

さ
し
の
の
寺
の
一
ト
間
の
桃
青
忌
　
万
太
郎
〉。
こ
の
句
「
上
野
清
水
堂

に
て
」
の
前
書
が
あ
る
。〈
旅
一
夜
明
け
て
翁
の
忌
な
り
け
り
　
敦
〉。

こ
れ
は
松
島
芭
蕉
祭
で
の
句
。

　
掲
出
句
。「
花
入
」
は
「
花
器
」、
そ
の
銘
は
「
旅
枕
」。
松
尾
芭
蕉

が
生
涯
を
通
し
て
追
求
し
た
「
蕉
風
」
の
背
景
と
も
言
う
べ
き
「
旅
」

へ
の
思
い
を
こ
め
た
］
句
で
あ
る
。「
や
」
切
れ
「
名
詞
」
止
め
と
い

う
本
格
的
な
表
現
が
、こ
の
句
を
動
か
し
難
い
］
句
に
仕
立
て
て
い
る
。

　
　
か
ば
ひ
合
ふ
か
に
重
な
り
ぬ
朴
落
葉
　�

柴
﨑
　
富
子

　
初
夏
、
高
枝
に
咲
く
朴
の
花
は
白
花
九
弁
の
香
気
を
放
つ
。
初
冬
に

な
る
と
大
き
な
そ
の
葉
は
乾
き
、
朴
の
落
葉
は
樹
下
を
歩
む
人
の
足
裏

で
、
黙
考
を
驚
か
す
か
に
大
き
な
音
を
立
て
て
崩
れ
る
。

　
作
者
は
ふ
と
視
野
に
、そ
の
落
葉
の
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
を
見
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
落
葉
し
た
朴
の
葉
が
、
お
互
い
を
庇
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
の
だ
っ
た
。
落
葉
と
い
う
自
然
の
摂
理
を
、
有
心
の
も

の
と
見
る
作
者
の
優
し
さ
は
、
同
時
に
俳
句
の
こ
こ
ろ
を
言
い
止
め
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
　
車
椅
子
の
高
さ
ほ
ど
よ
き
草
紅
葉
　�

井
上
　
春
子
　



　
最
近
「
車
椅
子
」
の
句
を
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

車
椅
子
を
利
用
す
る
人
の
多
さ
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の

大
方
は
対
象
と
し
て
の
車
椅
子
だ
。

　
作
者
は
リ
ハ
ビ
リ
の
た
め
に
車
椅
子
を
使
っ
て
い
る
と
聞
く
。
だ
が

そ
の
リ
ハ
ビ
リ
を
作
者
は
嘆
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
リ
ハ
ビ
リ
を
肯

定
し
、
つ
と
め
て
外
気
に
触
れ
る
。「
高
さ
ほ
ど
よ
き
」
に
そ
の
思
い

が
よ
く
出
て
い
る
。
前
向
き
な
姿
勢
が
、
し
か
し
何
気
な
い
表
現
で
詠

ま
れ
、
み
ご
と
な
一
句
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
長
き
夜
を
座
り
直
し
て
受
話
器
取
る
　�

長
浜
　
徳
三
　

　
作
者
は
昨
年
八
月
、
年
賀
状
と
俳
句
の
版
画
展
を
開
催
、
多
く
の
来

場
者
を
得
て
盛
会
裡
に
終
了
し
た
。
そ
の
版
画
の
賀
状
は
私
も
頂
い
て

い
る
が
、
印
刷
が
大
方
を
占
め
る
中
で
、
手
彫
り
の
年
賀
状
は
如
何
に

も
初
春
を
言
祝
ぐ
ゆ
か
し
さ
に
満
ち
て
い
る
。

　
こ
の
句
、
余
程
大
事
な
用
向
き
の
電
話
な
の
だ
ろ
う
。「
座
り
直
し

て
」
に
電
話
の
相
手
と
の
関
り
が
よ
く
出
て
い
る
。
事
は
「
受
話
器
取

る
」
だ
け
の
内
容
だ
が
、
そ
う
い
う
日
常
の
些
事
に
う
た
心
を
見
出
す

こ
と
も
、
大
切
な
句
作
の
一
法
で
あ
る
。

　
　
短
日
や
ふ
つ
と
消
え
た
る
己
が
影
　�

鷹
崎
由
未
子
　

　
こ
の
「
影
」
は
気
象
現
象
と
し
て
の
影
で
は
な
い
。
心
象
風
景
の
中

に
浮
か
び
消
え
ゆ
く
影
で
あ
る
。
そ
れ
は
面
影
で
あ
り
、
ま
た
或
る
と

き
は
翳
り
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
感
情
と
言
う
ほ
ど
の
情
念
で
は
な

い
が
、
創
作
に
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
心
象
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
日
々
の
暮
し
の
中
で
、こ
の
句
の
よ
う
に
或
る
も
の
が「
ふ

つ
」
と
浮
か
び
ま
た
消
え
る
こ
と
を
よ
く
経
験
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に

俳
句
へ
の
糸
口
で
あ
る
。こ
の
句
は
そ
の
こ
と
を
良
く
実
証
し
て
い
る
。

た
だ
し
表
現
の
具
体
性
は
欠
か
せ
な
い
。

　
　
小
生
と
つ
ぶ
や
い
て
み
る
小
春
か
な
　�

小
嶋
　
恵
美
　

　
こ
の
句
を
見
て
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
。「
小
生
」
は
男
子
が
自

分
を
指
し
て
使
う
謙
称
。
作
者
と
は
年
に
二
回
会
う
か
会
わ
な
い
か
だ

が
、
い
か
に
も
女
性
ら
し
い
物
腰
の
女
流
だ
。
そ
の
作
者
が
あ
る
日
あ

る
時
、ふ
と
「
小
生
」
と
呟
く
。
前
後
の
関
り
は
分
か
ら
な
い
が
、「
つ

ぶ
や
い
て
み
る
」
だ
か
ら
意
識
し
て
の
「
小
生
」
だ
ろ
う
。
女
性
が
男

性
の
言
葉
を
使
う
の
は
、
場
合
に
よ
つ
て
は
或
る
意
味
で
新
鮮
だ
。
こ

の
句
に
浮
か
ぶ
ユ
ー
モ
ア
も
そ
の
一
つ
。

　
　
生
き
て
ゐ
る
影
を
落
と
し
て
冬
の
蝶
　�

佐
橋
　
敏
子
　

　
三
冬
を
生
き
伸
び
て
い
る
昆
虫
の
中
で
、蝶
は
こ
と
に
哀
れ
ふ
か
い
。

〈
落
つ
る
葉
に
撲
た
る
る
冬
の
胡
蝶
か
な
　
几
薫
〉
と
い
う
句
も
あ
る
。

掲
出
句
、
冬
日
に
羽
を
開
い
て
い
る
蝶
。
作
者
は
そ
の
蝶
の
影
に
、
生

き
物
と
し
て
の
冬
蝶
の
哀
れ
を
し
か
と
見
と
ど
け
る
。
そ
の
思
い
の

中
に
は
、
深
ま
る
冬
の
寒
さ
も
あ
ろ
う
。「
生
き
て
ゐ
る
影
を
落
し
て
」

が
絶
妙
だ
。


