


秋
風
の
わ
が
身
ひ
と
つ
の
句
な
り
け
り

　
終
戦
後
、
や
っ
と
定
職
を
得
て
二
年
目
、
家
族
と
海
水
浴
に
憩

う
余
裕
も
出
て
来
た
が
、
生
き
て
ゆ
く
の
は
厳
し
い
時
代
だ
っ
た
。

ま
し
て
、
「
春
燈
」
の
発
行
責
任
を
引
き
継
い
で
三
年
目
、
何
か

と
辛
い
苦
し
い
日
々…

。
秋
風
が
身
に
入
む
季
節
は
尚
更
の
こ
と
。

た
だ
一
つ
の
救
い
は
己
を
偽
ら
ず
、
万
象
に
向
か
っ
て
感
得
し
た

情
感
を
十
七
音
に
う
た
い
上
げ
る
こ
と
だ
っ
た
。
誰
の
為
で
も
な

い
こ
こ
ろ
の
拠
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
。

小

張

志

げ

『
古
暦
』
昭
和
二
十
六
年



牡
丹
と
在
り
し
こ
の
数
日
に
悔
は
な
し

　
牡
丹
と
言
え
ば
、
生
涯
に
一
四
六
句
も
詠
ん
だ
俳
人
は
安
住
敦

以
外
に
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
牡
丹
を
愛
慕
し
た
と

こ
ろ
に
敦
の
人
間
性
が
滲
み
出
て
い
る
。
私
も
毎
年
庭
の
牡
丹
を

賞
美
し
て
い
る
の
で
掲
句
の
心
情
が
よ
く
解
る
。

　
ま
た
、
牡
丹
に
限
ら
ず
全
て
の
対
象
を
凝
視
し
、
沈
思
黙
考
す

る
敦
の
日
常
身
辺
の
佇
ま
い
が
見
え
て
く
る
様
だ
。
ま
さ
に
「
私

的
抒
情
」
を
貫
い
た
稀
有
の
俳
人
で
あ
っ
た
。

小

泉

貴

弘

『
午
前
午
後
』
昭
和
四
十
五
年



安
立
公
彦

ど
の
花
も
同
じ
気
負
ひ
に
寒
椿

風
音
の
折
を
り
ま
ぎ
る
除
夜
詣

雀
ら
も
元
日
の
色
被
き
飛
ぶ

高
翔
る
ヘ
リ
や
鳶
や
初
御
空

き
の
ふ
よ
り
夕
日
明
る
し
寒
の
入

主
宰
の
句



春
燈
賞
（
抄
）
２５
句
　
　
　
　
自
選

久
本
久
美
子

初
神
籤
の
ま
ま
に
失
せ
物
出
で
に
け
り

観
音
の
御
肩
拭
ふ
春
の
水

買
へ
さ
う
な
伊
万
里
豆
皿
春
き
ざ
す

出
羽
海
井
筒
春
日
野
水
温
む

子
の
国
は
時
差
十
時
間
鳥
雲
に

花
び
ら
と
と
も
に
流
る
る
神
田
川

門
楼
に
立
つ
や
緑
の
京
の
町

花
橘
遠
く
に
ほ
へ
り
紫
宸
殿

神
苑
に
モ
ネ
の
睡
蓮
目
覚
め
け
り

風
鈴
や
折へ

ぎ
に
書
か
れ
し
お
ば
ん
ざ
い

律
を
呼
ぶ
子
規
の
声
と
も
花
糸
瓜

六
尺
に
臥
し
て
玻
璃
戸
の
雲
の
峰

自
画
像
の
も
の
言
ひ
た
げ
な
大
暑
か
な

手
足
伸
べ
寝
茣
蓙
の
海
に
浮
か
び
け
り

一
灯
を
イ
コ
ン
に
献
じ
秋
涼
し

ニ
コ
ラ
イ
の
鐘
は
色
な
き
風
に
乗
り

蜻
蛉
や
日
比
谷
の
森
の
レ
ス
ト
ラ
ン

思
ひ
き
り
雲
が
絵
を
か
く
秋
の
天

億
年
の
石
門
穿
つ
秋
怒
濤

鳥
渡
る
伊
能
図
こ
こ
に
始
ま
る
と

山
寺
や
千
百
余
段
冬
紅
葉

初
し
ぐ
れ
芭
蕉
の
踏
み
し
四
寸
道

鳥
獣
戯
画
に
遊
ぶ
一
日
や
暮
早
し

凩
や
陶
の
狸
は
立
ち
通
し

山
に
撞
く
除
夜
の
鐘
の
音
沖
に
消
ゆ



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

小

倉

陶

女

「
是
よ
り
北
は
木
曾
み
ち
」
の
春
浅
し

祖
母
の
地
と
思
へ
ば
親
し
春
の
泥

堂
縁
に
探
す
靴
べ
ら
草
萌
ゆ
る

木
の
匂
ひ
水
の
匂
ひ
や
木
曾
路
春

青
空
と
色
を
分
か
ち
て
い
ぬ
ふ
ぐ
り

春
の
炉
や
地
の
物
多
き
湯
治
宿

あ
た
た
か
や
無
口
な
人
の
そ
ば
に
ゐ
て

無
駄
－
足
も
寄
り
道
も
よ
し
梅
日
和

口
笛
に
応
へ
鶯
鳴
き
に
け
り

ひ
こ
ば
え
や
歳
月
し
る
き
道
し
る
べ

祖
母
の
地



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

荒

井

　

慈

ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
「
ル
カ
」
の
二
章
を
引
用
す

年
の
果
鳩
侍
ら
せ
て
靴
磨

機
嫌
よ
き
お
て
ん
と
さ
ま
や
去
年
今
年

寒
垢
離
や
村
の
秀
才
ま
じ
り
た
る

絵
硝
子
の
神
の
小
羊
春
の
雪

ひ
と
り
で
も
み
ん
な
と
ゐ
て
も
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

雁
風
呂
や
海
の
に
ほ
ひ
の
髪
を
梳
く

葱
坊
主
人
の
話
を
よ
く
聴
け
り

し
あ
は
せ
の
二
乗
三
乗
八
重
桜

春

の

雪



当

月

集

安
立
　
公
彦
選立

砂
は
神
の
依
代
初
明
り

梅
固
し
釈
迦
三
尊
の
瞑
想
す

北
條
五
代
の
墓
に
淑
気
の
満
ち
に
け
り

鷹
放
つ
真
青
な
空
に
昼
の
月

薄
氷
や
放
生
の
池
ね
む
り
を
り

○

都
丸
美
陽
子

指
触
る
る
ば
か
り
ふ
た
り
の
火
桶
か
な

極
月
の
時
計
の
針
も
走
り
を
り

冬
木
の
芽
五
枚
鞐
に
き
ほ
ひ
籠
め

捨
つ
る
所
な
き
鮟
鱇
の
捨
て
台
詞

病
み
居
れ
ば
母
が
葛
湯
の
む
か
し
か
な

○

河
本
由
紀
子

葉
牡
丹
に
日
の
回
り
来
る
庭
の
隅

白
蛇
の
棲
む
大
杉
や
注
連
飾

慇
懃
に
禰
宜
の
会
釈
や
恵
方
道

銃
眼
に
冬
木
の
影
の
動
き
け
り

寒
念
仏
唱
へ
て
橋
を
渡
り
来
る

○

豊

谷

青

峰

煤
逃
や
書
肆
に
椅
子
あ
り
コ
ー
ヒ
ー
も

年
用
意
父
母
の
墓
へ
の
日
を
加
ふ

声
高
き
一
羽
が
統
ぶ
る
寒
鴉

産
地
の
名
掲
げ
て
葱
の
白
八
分

数
独
に
耽
る
人
乗
せ
冬
列
車

○

久
本
久
美
子

聖
路
加
病
院
待
降
節
の
白
衣
か
な

聖
路
加
の
祈
り
の
小
路
石
蕗
咲
け
り

十
二
月
花
屋
の
赤
の
あ
わ
た
だ
し

片
雲
や
師
走
を
閉
ざ
す
旅
ご
こ
ろ

か
い
つ
ぶ
り
夕
日
に
合
点
く
り
返
す

○

𠮷

川
　

隆



老
い
ど
ち
の
恋
の
話
や
初
笑
　�

兵
庫
　
八
家
こ
ひ
で

初
春
や
華
の
嫗
の
道
真
直
ぐ

完
結
の
正
念
場
を
生
く
春
隣

苦
楽
て
ふ
衣
纏
ひ
て
去
年
今
年

剪
定
の
そ
の
先
急
か
す
笹
子
か
な
　�

神
奈
川
　
葦
原
　
葭
切

落
葉
し
て
檪
が
ま
と
ふ
風
の
音

冬
か
も
め
港
の
朝
を
囃
し
け
り

数
へ
日
の
人
の
背
を
抱
く
夕
日
か
な

木
の
葉
散
る
か
そ
け
き
音
を
地
に
鎮
め
　�

千
葉
　
吉
村
さ
よ
子

着
ぶ
く
れ
て
降
り
立
つ
駅
の
鳶
の
笛

手
締
め
の
声
う
し
ろ
に
き
け
り
酉
の
市

送
り
出
す
背
に
朝
の
師
走
月

海
の
面
に
夕
日
の
潤
む
冬
至
か
な
　�

神
奈
川
　
府
川
　
昭
子

夕
雲
の
金
色
し
る
き
冬
至
か
な

親
星
に
添
ふ
る
子
星
や
ク
リ
ス
マ
ス

連
立
ち
て
海
を
見
に
行
く
三
日
か
な

篁
に
百
家
の
雀
年
詰
ま
る
　�

東
京
　
神
山
　
志
堂

家
塾
よ
り
見
据
ゑ
し
未
来
冬
木
立
（
慶
應
義
塾
発
祥
の
地
）

浅
野
邸
跡
冬
日
に
照
る
や
十
字
槍

白
息
も
て
運
命
線
を
あ
た
た
め
む

天
平
の
秘
仏
息
づ
く
良
弁
忌
　�

東
京
　
河
﨑
　
國
代

冬
北
斗
執
金
剛
の
彩
明
か
し

署
名
す
る
芳
志
瓦
や
冬
の
空

冬
木
立
石
垣
高
き
女
帝
陵

戸
を
叩
く
風
に
明
日
の
寒
さ
か
な
　�

愛
媛
　
山
内
　
マ
ヤ

朝
寒
や
薄
き
コ
ッ
プ
の
有
田
焼

風
呂
敷
に
残
る
り
ん
ご
の
匂
ひ
か
な

山
茶
花
の
刈
り
整
へ
て
花
ひ
と
つ

手
を
つ
な
ぎ
通
る
園
児
や
冬
う
ら
ら
　�

東
京
　
横
山
さ
く
ら

残
り
香
に
祖
母
思
ひ
だ
す
シ
ョ
ー
ル
か
な

記
念
日
の
印
た
し
か
に
初
暦

湯
た
ん
ぽ
二
つ
二
人
の
幸
を
包
み
け
り

�

春
燈
の
句

安
立
　
公
彦
選



余

言
安
立
公
彦

　
　
繭
ご
も
り
め
き
て
障
子
の
ほ
の
明
り
　
　�

浅
野
　
洋
子
　

　「
繭
ご
も
り
」
は
、
蚕
が
繭
に
こ
も
る
こ
と
、
転
じ
て
、
娘
が
深
窓

に
こ
も
る
こ
と
。
源
氏
物
語
に
も
こ
の
言
葉
は
出
て
く
る
。

　
そ
う
い
う
背
景
を
一
瞬
の
間
、読
み
手
の
胸
に
揺
曵
さ
せ
つ
つ
、「
障

子
の
ほ
の
明
り
」
で
、
ふ
と
現
実
の
世
界
に
呼
び
戻
さ
れ
る
と
い
う

巧
み
な
表
現
の
句
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
戻
り
な
が
ら
、な
お
「
障

子
の
ほ
の
明
り
」
は
、
読
み
手
の
胸
に
ゆ
れ
動
く
影
を
映
す
と
い
う

二
重
の
働
き
を
し
て
い
る
。

　
作
者
は
安
住
敦
選
の
晩
期
か
ら
、
成
瀬
櫻
桃
子
選
の
初
期
に
至
る

間
、
し
ば
し
ば
「
余
言
」
に
登
場
し
た
。

　
現
実
の
世
界
を
詠
み
な
が
ら
、
作
品
は
時
に
現
実
を
こ
え
た
世
界

を
映
し
出
す
。
そ
の
表
現
の
巧
み
さ
と
、
内
容
の
夢
幻
さ
は
、
こ
の

作
家
の
み
持
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
う
い
う
作
品
は
真
似
し
て
出

来
る
も
の
で
は
な
い
。
詩
性
と
感
性
の
み
ご
と
な
融
合
で
あ
る
。

　
こ
の
作
家
の
何
年
か
前
の
句
に
、〈
引
明
け
の
暗
さ
地
を
這
ふ
雪
催

ひ
　
洋
子
〉
と
い
う
句
が
あ
っ
た
。
今
も
晩
冬
の
頃
に
な
る
と
こ
の

句
を
思
い
出
す
。

　
も
と
よ
り
作
者
の
句
は
、「
繭
ご
も
り
」
の
よ
う
な
世
界
の
み
に
止

ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。

　
　
片
雲
や
師
走
を
閉
ざ
す
旅
ご
こ
ろ
　
　�

𠮷
川
　
　
隆
　

　「
片
雲
」
は
ち
ぎ
れ
雲
。
し
か
し
俳
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
た
だ
の
雲

で
は
な
い
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
、「
片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
、

漂
泊
の
思
ひ
や
ま
ず
。」
に
到
る
言
葉
で
あ
る
。
俳
人
は
常
に
こ
こ
ろ

の
片
隅
に
漂
泊
の
思
い
を
抱
い
て
い
る
。

　
こ
の
句
は
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
思
い
の
許
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
下
五
の
「
旅
ご
こ
ろ
」
と
響
き
合
い
、
師
走
を
送
る
作

者
の
心
境
を
遍
く
伝
え
て
い
る
。

　
　
立
砂
は
神
の
依
代
初
明
り
　
　�

都
丸
美
陽
子
　

　
普
段
あ
ま
り
見
か
け
な
い
言
葉
だ
。「
立
砂
」
は
、儀
式
の
時
な
ど
、

車
寄
せ
の
前
の
両
側
に
清
め
の
た
め
に
円
錐
形
に
盛
っ
た
砂
。「
依

代
」は
、神
霊
が
招
き
寄
せ
ら
れ
て
乗
り
移
る
も
の
。
と
辞
書
に
あ
る
。

な
お
「
車
寄
せ
」
の
「
車
」
は
「
牛
車
」
を
指
す
。

　
こ
の
句
は
ま
さ
に
「
初
明
り
」
と
い
う
季
語
の
根
元
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
元
旦
の
曙
光
を
、
敬
虔
な
思
い
で
仰
ぐ
作
者
の
姿
が
う
か



が
え
る
。

　
　
年
用
意
父
母
の
墓
へ
の
日
を
加
ふ
　
　�

久
本
久
美
子
　

　
素
直
な
句
だ
。
何
に
対
し
て
素
直
か
。
そ
れ
は
祖
霊
と
慣
習
に
対

し
て
と
言
え
よ
う
。
育
ち
や
今
在
る
環
境
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、

現
代
人
に
は
こ
の
素
直
さ
が
大
き
く
欠
落
し
て
い
る
。

　
先
祖
を
敬
い
、
慣
わ
し
を
大
事
に
す
る
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
こ

と
へ
の
感
謝
の
思
い
に
通
う
も
の
。
作
者
も
同
じ
思
い
だ
ろ
う
。

　
　
狐
火
の
闇
へ
携
帯
着
信
音
　
　�

矢
口
　
笑
子
　

　「
狐
火
」
と
い
う
、
信
仰
を
も
と
に
し
た
口
承
文
学
が
も
た
ら
す
幻

想
的
な
季
語
と
、
現
代
の
社
会
現
象
と
も
な
っ
て
い
る
携
帯
電
話
の

取
り
合
わ
せ
は
、
俳
句
の
新
し
い
切
口
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
の
句
で
作
者
が
思
い
を
傾
け
た
の
は
、「
闇
へ
」
だ
ろ
う
。
こ
の

三
音
の
言
葉
が
、「
携
帯
着
信
音
」
を
「
狐
火
」
の
領
域
に
と
り
込
ん

で
い
る
。

　
幻
想
と
現
実
が
表
裏
一
体
と
な
っ
た
句
で
あ
り
、
季
語
の
持
つ
情

感
の
良
く
生
か
さ
れ
た
句
で
あ
る
。

　
　
在
宅
も
て
見
送
る
覚
悟
初
日
記
　
　�

石
田
　
康
明
　

　
こ
の
句
は
ど
う
解
し
た
ら
い
い
の
か
。
鍵
は
「
在
宅
も
て
見
送
る

覚
悟
」
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、「
人
の
終
焉
を
家
で
送
っ
て
上
げ
た
い
」

と
い
う
、
現
代
社
会
の
抱
え
る
切
実
な
問
題
を
詠
ん
だ
句
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
も
今
さ
し
迫
っ
た
事
態
に
来
て
い
る
こ
と
は
、「
初
日
記
」

が
示
し
て
い
る
。

　
重
い
テ
ー
マ
を
持
つ
句
だ
。
作
者
は
そ
の
こ
と
を
淡
々
と
表
現
す

る
。
そ
れ
故
に
逆
に
読
み
手
に
は
重
く
迫
っ
て
く
る
内
容
で
あ
る
。

　
　
老
い
ど
ち
の
恋
の
話
や
初
笑
　
　�

八
家
こ
ひ
で
　

　
ま
さ
に
俳
諧
の
世
界
で
あ
る
。
同
時
に
季
語
の
持
つ
広
が
り
と
深

み
の
見
事
な
実
証
の
句
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
西
東
三
鬼
の
、〈
緑
陰
に
三
人
の
老
婆
わ
ら
へ
り
き
〉
は
、

対
象
を
シ
ニ
カ
ル
な
眼
で
見
て
い
る
句
だ
。
し
か
し
「
初
笑
」
の
句

は
明
る
い
。

　
老
婆
た
ち
（「
高
齢
の
女
性
た
ち
」
で
は
、
大
地
に
腰
を
据
え
た
生

活
感
が
出
て
こ
な
い
。）
が
、
正
月
酒
を
酌
み
な
が
ら
お
互
い
の
昔
を

語
り
あ
っ
て
い
る
。
そ
の
話
が
ど
う
い
う
感
情
を
持
つ
も
の
か
は
分

ら
な
い
。
し
か
し
一
句
か
ら
受
け
る
印
象
は
明
る
い
。
苦
汁
に
満
ち

た
昔
の
こ
と
も
お
互
い
笑
い
と
ば
し
て
い
る
。
そ
の
滑
稽
感
は
ひ
と

え
に
「
初
笑
」
と
い
う
季
語
の
働
き
に
よ
る
。

　
こ
の
句
を
見
て
い
る
私
た
ち
も
、
そ
の
話
の
仲
間
に
入
っ
て
い
る

よ
う
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
句
だ
。

　〈
初
春
や
華
の
嫗
の
道
真
直
ぐ
〉、〈
完
結
の
正
念
場
を
生
く
春
隣
〉

の
句
も
見
事
だ
。「
俳
句
に
お
け
る
老
い
」
に
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
い
る
よ
う
な
句
と
言
え
る
。


