
俳
句
・
評
文
集　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
春
一
・
金
井
充 

共
著

百
日
紅





1

　

俳
句
・
評
文
集　

●　

百
日
紅

昭
和
20
年
代　
　
　
　
　

5

昭
和
30
年
代　
　
　
　
　
　
　

13

昭
和
40
年
代　
　
　
　
　
　
　
　
　

25

昭
和
50
年
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

41

　

昭
和
51
年
度
暖
流
賞　
　
　
　
　
　
　
　
　

53

　

昭
和
52
年
度
暖
流
賞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

69

昭
和
60
年
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

117

所
収
俳
句
季
語
索
引　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

131

　　

あ
と
が
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

134



2



3

句
集　
　

百
日
紅



4

装
丁　
　

佐
藤
喜
孝



5

昭
和
二
十
年
代



6



7

冬
耕
の
竹
根
ぶ
っ
き
る
皆
白
し

発
止
々
々
と
、
鋭
い
鍬
先
が
、
大
地
へ
食

ひ
込
む
。こ
れ
か
ら
開
墾
す
る
土
地
な
の
で
、

土
の
中
に
は
竹
の
根
な
ど
が
未
だ
は
び
こ
っ

て
ゐ
る
。
鍬
先
に
ぶ
っ
き
ら
れ
た
根
が
白
々

と
眼
に
入
っ
て
く
る
。
霜
に
荒
れ
た
寒
土
の

下
に
も
清
浄
な
生
命
が
通
っ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
逞
し
い
人
間
の
力
が
よ
く
表
現
さ
れ
て

ゐ
る
。

昭和２８年
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晩
禱
の
首
に
巻
け
る
は
父
の
も
の

　

寒
い
冬
の
夕
の
祈
り
で
あ
る
。
神
の
前
に

膝
ま
づ
き
な
が
ら
も
、
汚
れ
た
衿
巻
を
首
に

巻
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
病
め
る
身
を
暖
か

く
守
っ
て
く
れ
る
其
の
も
の
。
し
か
も
そ
れ

は
父
か
ら
貰
っ
た
も
の
で
あ
る
。
敢
へ
て
除

ら
な
か
っ
た
の
は
父
の
愛
情
に
甘
へ
た
気
持

ち
で
あ
り
、
す
べ
て
を
許
す
神
の
愛
を
信
じ

て
る
か
ら
で
あ
る
。「
首
に
巻
け
る
は
父
の

も
の
」
心
憎
い
ま
で
に
含
み
の
夛
い
表
現
を

し
て
ゐ
る
。

昭和２８年
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蜂
飛
べ
り
忍
苦
の
足
を
ぶ
ら
さ
げ
て

　

敵
の
目
に
追
は
れ
な
が
ら
生
き
る
た
め

に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
小
動
物
に
作
者
は
憐
み

を
か
け
て
ゐ
る
。
長
い
足
を
邪
魔
も
の
の
や

う
に
ぶ
ら
さ
げ
て
ゐ
る
様
子
を「
忍
苦
の
足
」

と
云
っ
た
の
は
作
者
の
機
智
で
あ
り
巧
み
な

表
現
で
も
あ
る
。

や
は
り
病
者
の
感
覚
と
い
ふ
も
の
で
あ
ら

う
。

昭和２８年
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飯
も
水
も
絶
た
れ
木
犀
の
香
の
旨
し

　

手
術
の
た
め
の
絶
食
で
あ
ら
う
。
嗅
覚
の

強
烈
な
働
き
が
い
き
い
き
と
表
現
さ
れ
て
ゐ

る
。

昭和２８年
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陳
情
の
明
日
へ
ハ
ン
カ
チ
白
く
た
ヽ
む

　

療
養
者
の
陳
情
団
が
都
庁
の
玄
関
に
座
り

込
み
で
抗
議
し
、
遂
に
一
人
の
死
亡
者
ま
で

出
し
た
と
い
ふ
悲
惨
な
事
実
は
吾
々
の
心
を

暗
く
し
た
。
吾
々
の
親
し
い
人
た
ち
も
此
の

中
に
居
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
ゐ
た

ら
、
矢
張
り
今
月
の
光
陰
集
に
多
数
の
座
り

込
み
陳
情
の
句
が
あ
っ
た
。

「
ハ
ン
カ
チ
白
く
た
ヽ
む
」
た
だ
そ
れ
だ

け
で
明
日
の
陳
情
に
対
す
る
強
い
決
意
と
落

ち
着
い
た
心
構
え
が
は
っ
き
り
分
か
る
の
で

あ
る
。

昭和２９年
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片
陰
や
わ
れ
ら
は
持
た
ぬ
労
働
歌

の
句
に
は
工
場
労
働
者
の
ス
ト
と
違
ふ
療

養
者
の
哀
し
き
境
遇
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。

昭和２９年
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昭
和
三
十
年
代
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藁
屋
根
に
梅
の
香
を
の
せ
村
は
保
守

梅
花
の
中
に
沈
む
藁
屋
根
を
逆
に
「
藁
屋

根
に
梅
の
香
を
の
せ
」
と
敍
し
た
と
こ
ろ
に

も
、
作
者
が
単
な
る
自
然
鑑
賞
に
満
足
し
て

ゐ
な
い
こ
と
が
分
る
。

こ
の
村
人
達
は
先
祖
伝
来
の
土
地
家
屋
に

安
住
し
現
在
の
政
治
に
対
し
て
全
然
抵
抗
を

感
じ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
は
「
村
は

保
守
」
と
遣
る
方
な
き
忿
満
を
洩
ら
し
て
ゐ

る
。

昭和３０年
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「
か
つ
ぎ
や
」
の
手
足
短
き
暖
房
車

こ
の
句
も
作
者
は
何
も
云
っ
て
ゐ
な
い
。

併
し
的
確
な
作
者
の
眼
と
描
写
が
あ
る
。「
か

つ
ぎ
や
」
の
生
活
と
、
性
格
と
意
志
が
説
明

さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
や
う
な
人

間
が
絶
え
ず
格
闘
を
つ
ヾ
け
ね
ば
な
ら
な
い

政
治
へ
の
憤
り
が
訴
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。日

本
の
俳
句
と
い
ふ
詩
の
象
徴
形
式
は
、

西
欧
の
象
徴
の
そ
れ
と
は
異
ふ
と
い
う
こ
と

が
こ
の
俳
句
に
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
の

俳
句
の
象
徴
は
「
手
足
短
き
」
で
あ
る
。
又
、

有
季
絶
対
論
者
で
あ
れ
ば
「
暖
房
車
」
で
あ

る
こ
と
を
附
け
加
へ
る
で
あ
ろ
う
。

昭和３０年
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朧
夜
の
瀬
音
に
か
す
か
な
る
腐
臭

こ
の
「
腐
臭
」
は
人
間
臭
で
あ
る
。
人
間

に
包
ま
れ
て
ゐ
る
仄
か
な
る
幸
福
感
で
あ

る
。
療
養
の
身
で
あ
る
と
し
て
も
、
愛
情
と

い
う
も
の
に
頼
る
こ
と
の
出
来
る
こ
の
作
者

は
未
だ
幸
福
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昭和３０年
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緑
蔭
の
硬
き
木
の
根
に
身
を
置
け
り

こ
れ
は
弱
き
肉
体
を
持
つ
人
の
憩
ひ
で
あ

る
。
単
な
る
憩
ひ
で
は
な
く
、
何
か
に
す
が

ら
う
と
す
る
人
の
心
持
ち
で
あ
る
。
私
は
嘗

て
、
若
楓
の
幹
に
金
鉄
の
硬
さ
を
感
じ
た
と

い
ふ
句
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
も

私
の
病
後
の
時
で
あ
っ
た
。

硬
き
木
の
根
で
あ
る
こ
と
に
瑞
々
し
さ
を

感
ず
る
。

昭和３０年
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青
き
踏
む
み
ん
な
身
ぬ
ち
の
ど
こ
か
欠
け

作
者
は
青
き
踏
む
人
自
身
で
は
な
い
。
野

遊
び
の
人
に
冷
た
い
批
判
の
眼
を
向
け
て
ゐ

る
作
者
な
の
で
あ
る
。

昭和３１年
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薔
薇
な
ど
剪
る
義
手
の
袖
口
ゆ
た
か
に
す

義
手
義
足
の
不
幸
な
人
達
を
詠
ん
で
い
る

が
、
此
の
句
が
一
番
深
い
も
の
を
持
っ
て
い

る
。「
薔
薇
な
ど
剪
る
義
手
」
は
そ
れ
ほ
ど

不
幸
で
も
な
さ
そ
う
に
一
応
見
え
る
。「
袖

口
ゆ
た
か
に
す
」
が
そ
の
感
じ
を
表
現
し
て

い
る
。
作
者
は
月
並
み
な
同
情
を
寄
せ
て
は

い
な
い
。
だ
が
腹
の
底
で
は
、
自
分
の
不
幸

な
運
命
を
知
り
つ
つ
、
も
っ
と
不
幸
な
人
へ

愛
燐
の
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

昭和３１年
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雷
迫
り
修
理
時
計
の
い
き
い
き
覚
む

分
解
し
た
細
か
い
器
械
の
部
分
を
ピ
ン

セ
ッ
ト
で
一
つ
一
つ
摘
ま
み
上
げ
て
丹
念
に

組
立
て
て
ゆ
く
。

遠
い
と
こ
ろ
で
鳴
っ
て
ゐ
た
雷
は
次
第
に

近
づ
い
て
来
る
。
突
如
頭
上
に
迫
る
激
し
い

と
ど
ろ
き
に
目
覚
め
た
や
う
に
、
文
字
盤
の

秒
針
が
動
き
は
じ
め
た
。

「
い
き
い
き
覚
む
」
と
正
し
い
鼓
動
を
う

ち
は
じ
め
た
生
命
の
回
復
を
凝
視
し
な
が

ら
は
じ
め
て
よ
ろ
こ
び
に
満
た
さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。

昭和３１年
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日
限
り
の
仕
事
が
蜘
蛛
に
負
け
て
ゐ
る

日
限
仕
事
を
一
生
懸
命
に
や
っ
て
ゐ
る
。

私
の
想
像
で
は
時
計
修
理
の
や
う
な
仕
事
だ

と
思
ふ
。

夕
の
軒
端
に
蜘
蛛
が
巣
を
つ
く
っ
て
ゐ

る
。
人
間
の
仕
事
よ
り
も
蜘
蛛
の
仕
事
は
迅

速
で
手
際
が
い
い
。
な
か
な
か
捗
ら
ぬ
自
分

の
仕
事
に
焦
燥
を
感
じ
な
が
ら
蜘
蛛
の
営
み

に
見
惚
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

昭和３１年
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鷺
た
ち
し
樹
々
を
し
ぐ
れ
が
洗
ひ
出
す

鷺
は
燕
の
よ
う
に
春
来
て
秋
に
な
る
と
南

方
へ
帰
る
。何
万
羽
と
巣
喰
う
鷺
の
た
め
に
、

樹
々
は
立
枯
れ
、
彼
ら
の
糞
に
ま
み
れ
て
い

る
。
た
だ
不
精
者
の
鷺
だ
け
が
残
っ
て
冬
を

越
す
。
や
が
て
秋
が
深
く
な
り
、
折
々
の
時

雨
が
鷺
の
立
ち
去
っ
た
後
の
樹
々
の
汚
れ
を

洗
い
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
吾
が
暖
流
で

吟
行
し
た
埼
玉
の
美
園
村
に
あ
る
鷺
山
の
風

景
で
あ
る
。
風
景
を
描
く
と
共
に
鷺
の
生
態

が
語
ら
れ
て
い
る
。

昭和３５年
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煮
こ
ご
り
買
ふ
土
地
の
一
角
買
ふ
如
く

「
煮
こ
ご
り
」
は
冬
の
喰
べ
も
の
と
し
て

古
風
な
も
の
で
あ
る
。
厳
冬
の
夜
煮
た
魚
な

ど
を
其
儘
台
所
に
置
く
と
煮
汁
が
寒
天
の
よ

う
に
凍
る
こ
と
が
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の

よ
う
に
作
っ
て
、
冬
の
季
節
料
理
と
し
て
売

ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
煮
こ
ご
り
」
を
店
頭

か
ら
買
う
と
き
、
大
き
く
作
ら
れ
た
も
の
か

ら
一
片
を
切
取
っ
て
く
れ
る
感
じ
を
「
土
地

の
一
角
買
ふ
如
く
」
と
大
袈
裟
に
云
っ
た
の

で
あ
る
。
此
頃
の
家
や
土
地
に
関
心
を
持
つ

人
々
の
気
持
を
裏
に
感
じ
さ
せ
て
面
白
い
。

昭和３８年
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昭
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年
代
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節
分
の
夜
の
泥
臭
き
吾
が
子
の
手

外
に
遊
ぶ
子
供
達
の
手
は
、
い
つ
も
泥
臭

い
も
の
だ
。
母
親
に
い
く
ら
叱
ら
れ
て
も
、

服
や
キ
モ
ノ
を
汚
し
て
し
ま
う
ほ
ど
泥
と
一

緒
に
遊
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
節
分
の
夜

は
、
実
際
に
は
寒
さ
も
き
び
し
い
の
で
あ
る

が
、
明
く
れ
ば
立
春
と
い
う
こ
と
で
、
ど
こ

と
な
く
心
に
も
身
体
に
も
春
が
感
じ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
夜
の
「
泥
臭
き
吾
が
子

の
手
」
は
親
の
愛
情
と
い
う
よ
り
も
自
然
へ

の
憧
れ
を
持
つ
俳
人
の
感
傷
で
あ
ろ
う
。

昭和４１年
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げ
ん
げ
田
に
吾
子
を
泳
が
せ
妻
の
故
郷

い
と
し
子
を
連
れ
て
、
久
し
振
り
に
妻
の

実
家
を
訪
れ
る
。
折
か
ら
美
し
い
げ
ん
げ
の

花
に
溢
れ
た
田
圃
で
子
供
を
遊
ば
せ
る
。「
吾

子
を
泳
が
せ
」
は
実
に
見
事
な
表
現
で
、
げ

ん
げ
田
の
毛
せ
ん
を
敷
き
つ
め
た
よ
う
な
快

い
感
触
と
、
父
親
の
愛
情
ま
で
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
表
現
し
得
て
い
る
。

昭和４１年
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夕

長

し

青

田

の

鷺

の

神

妙

に

私
は
と
き
ど
き
東
京
の
町
中
の
空
を
鷺
の

渡
っ
て
ゆ
く
の
を
見
る
。
そ
れ
は
大
抵
夏

の
日
が
傾
き
か
け
た
頃
で
あ
る
。
遠
い
埼

玉
の
鷺
山
あ
た
り
か
ら
朝
早
く
と
び
出
し
て

来
て
、
ど
こ
か
の
大
き
な
庭
園
に
で
も
一
日

を
暮
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
と
想
像
す

る
。青

田
に
鷺
の
い
る
風
景
な
ん
か
あ
ま
り
に

月
並
す
ぎ
る
が
、
日
が
入
る
ま
で
の
長
い
夏

の
一
日
中
、
ど
こ
へ
も
行
か
ず
、
同
じ
青
田

の
中
で
暮
し
て
い
る
い
か
に
も
神
妙
そ
う
な

姿
に
、
い
き
も
の
の
哀
れ
さ
を
感
じ
た
の
で

あ
る
。「
神
妙
」
と
云
っ
た
感
じ
は
決
し
て

月
並
で
は
な
い
。

昭和４１年
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ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
灼
く
る
棒
切
れ
林
立
す
る

帆
の
な
い
帆
柱
だ
け
が
林
立
し
て
い
る
風

景
は
空
虚
だ
。
灼
熱
の
日
が
海
の
上
に
あ
る

と
き
ほ
ど
余
計
に
感
じ
ら
れ
る
。「
棒
切
れ

林
立
」
は
巧
く
云
い
得
て
い
る
。
他
の
句
で

「
た
つ
き
の
海
へ
続
く
石
段
蛍
草
」
も
的
確

な
、
所
謂
根
源
を
把
か
ん
だ
云
い
廻
し
で
あ

る
。
簡
単
な
よ
う
だ
が
「
た
つ
き
の
海
へ
続

く
石
段
」
は
、
凡
庸
な
作
者
に
は
云
え
る
も

の
で
は
な
い
。

昭和４１年
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足
長
蜂
熟
れ
柿
の
香
り
に
溺
れ
ゐ
て

長
い
足
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
よ
う
に
、

ゆ
っ
く
り
飛
ん
で
い
る
こ
の
蜂
は
、
柿
の
木

か
ら
な
か
な
か
離
れ
よ
う
と
し
な
い
。
人
間

は
真
っ
赤
に
熟
れ
た
柿
を
も
ぎ
と
ろ
う
と
、

幹
の
下
に
寄
る
の
だ
が
、
こ
の
蜂
が
怖
く
て

た
め
ら
っ
て
い
る
。
熟
れ
過
ぎ
た
柿
の
酒
の

よ
う
な
か
お
り
に
、
蜂
は
す
っ
か
り
好
い
気

も
ち
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。

昭和４１年
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老
眼
鏡
も
身
ぬ
ち
の
も
の
と
な
り
て
冬

い
つ
し
か
老
眼
鏡
を
必
要
と
す
る
齢
に

な
っ
た
。
掛
け
て
み
れ
ば
、
重
宝
だ
か
ら
離

せ
な
く
な
る
。「
身
ぬ
ち
の
も
の
と
な
り
て
」

つ
ま
り
自
分
の
身
体
の
一
部
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
冬
は
身
体
の
動
き
も
に

ぶ
く
な
り
、
出
不
精
に
な
る
も
の
だ
が
、
そ

れ
だ
け
家
に
居
て
本
を
読
ん
だ
り
、
物
を
書

く
よ
う
な
人
間
に
は
悪
い
季
節
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
老
眼
鏡
が
生
き
て
く
る
わ
け
で
あ

る
。

昭和４２年



33

紅
葉
酒
仏
の
山
へ
注
ぎ
こ
ぼ
す

林
間
紅
葉
を
焚
い
て
酒
を
燗
た
む
る
わ
け

だ
が
、
行
道
山
の
紅
葉
酒
は
、
竹
筒
に
入
れ

て
あ
た
た
め
る
の
が
秘
法
で
あ
る
。そ
れ
に
、

霊
薬
が
入
る
ら
し
く
、
香
り
と
味
が
素
晴
ら

し
く
、
忽
ち
陶
然
と
な
る
の
で
あ
る
。

作
者
は
、
今
年
は
じ
め
て
行
道
山
に
上
り
、

句
友
と
こ
の
霊
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
い
さ
さ

か
酔
っ
て
、
注
ぎ
こ
ぼ
し
た
の
で
あ
る
が
、

「
仏
の
山
」
と
云
っ
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
の

で
あ
る
。

昭和４２年
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冬
暖
の
水
を
く
ぐ
り
し
手
打
蕎
麦

冬
は
寒
気
の
き
び
し
い
方
が
自
然
で
あ
っ

て
、
米
作
其
他
の
収
穫
に
も
暖
冬
異
変
は
好

い
影
響
を
与
え
な
い
と
云
う
が
、
私
に
は
冬

の
暖
か
い
こ
と
は
や
は
り
有
難
い
と
思
う
。

作
者
も
た
ま
た
ま
故
郷
に
帰
っ
て
、
久
し
振

り
に
蕎
麦
を
打
っ
て
も
ら
っ
て
、
美
味
し
く

喰
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
冬
水
は
飽
迄
冷
た
く

こ
の
水
を
く
ぐ
っ
た
蕎
麦
は
冷
た
か
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
冬
も
暖
か
く
感
じ
た
の
は
、
自

分
を
歓
待
し
て
く
れ
る
人
間
の
情
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。

昭和４２年



35

刈
麦
の
果
て
に
雲
湧
く
父
の
匂
ひ

先
頃
尊
父
を
亡
な
わ
れ
た
こ
の
作
品
の
悲

し
み
の
句
（
喜
び
の
句
も
同
じ
だ
が
）
は
、

作
者
が
手
放
し
で
泣
い
て
し
ま
っ
て
は
駄
目

で
あ
る
。
作
品
と
し
て
人
に
見
せ
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
表
現
と
し
て
の
芸
術
的
苦
労
を

積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
句
の
亡
き

父
を
恋
い
泣
く
作
者
の
悲
傷
が
読
む
者
の
心

に
測
々
と
伝
っ
て
く
る
。
前
に
私
の
見
た
句

と
比
較
す
れ
ば
、
俳
句
の
表
現
と
い
う
も
の

が
ど
ん
な
も
の
か
よ
く
分
か
る
と
思
う
。

昭和４２年



36

天
道
虫
身
を
あ
か
ら
め
て
冬
日
に

小
春
日
和
の
野
に
残
っ
て
い
る
小
さ
な
生

命
で
あ
る
。
春
や
夏
と
違
う
澄
み
徹
っ
た
冬

日
に
作
者
は
じ
っ
と
眼
を
凝
ら
し
て
い
る
。

赤
い
光
沢
を
持
つ
硬
い
翅
を
二
枚
開
い
た
ま

ま
の
飛
翔
で
あ
る
。
そ
れ
を「
あ
か
ら
め
て
」

と
云
っ
た
。

自
然
凝
視
の
句
の
尊
さ
は
、
も
の
の
生
命

を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
色
の
な
い
冬
枯

の
中
に
見
た
た
っ
た
一
つ
の
赤
い
点
の
よ
う

な
生
命
で
あ
る
。

昭和４３年
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翔
つ
狂
院
を
囲
む
麦
生
の
熱
い
息

脳
病
院
と
云
わ
れ
る
精
神
科
の
病
院
は
、

大
抵
騒
が
し
い
世
間
か
ら
隔
離
さ
れ
た
よ
う

な
環
境
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

明
治
の
頃
は
ふ
う
て
ん
病
院
な
ど
と
も

云
っ
た
が
「
狂
院
」
と
い
う
文
学
的
な
言
葉

を
使
っ
た
の
は
、
斎
藤
茂
吉
か
ら
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

其
の
狂
院
を
取
り
巻
い
て
い
る
の
は
麦
畑

で
あ
る
。
麦
は
き
び
し
い
寒
さ
の
中
で
青
々

萌
え
、
雪
の
底
で
も
冬
を
越
す
。
其
の
生
命

力
を
「
熱
い
息
」
と
表
現
し
て
、
生
け
る
屍

の
よ
う
な
精
神
病
者
と
対
照
さ
せ
て
い
る
。

昭和４３年
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ふ
る
さ
と
の
琥
珀
の
色
の
寒
蜆

都
会
に
居
て
、
汁
の
実
な
ど
に
喰
べ
る
蜆

は
黒
い
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
た
ま

た
ま
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
蜆
を
見
る
と
琥
珀

色
で
あ
っ
た
。
急
に
子
供
の
頃
が
な
つ
か
し

く
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
琥
珀
色
の
、

し
か
も
寒
の
蜆
で
あ
る
。
こ
の
ふ
る
さ
と
の

水
は
さ
だ
め
し
澄
ん
で
い
て
、
自
然
は
尚
美

し
く
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

昭和４６年
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田
楽
や
老
い
た
る
母
の
骨
太
く

た
ま
た
ま
故
郷
に
帰
る
と
、
老
い
た
る
母

が
自
分
の
た
め
に
田
楽
を
ご
馳
走
し
て
く
れ

る
。串

に
刺
し
た
豆
腐
が
強
い
炭
の
火
に
か
ざ

さ
れ
、
山
椒
の
香
の
ぷ
ん
ぷ
ん
す
る
真
っ
青

な
味
噌
が
塗
り
つ
け
ら
れ
る
。
長
い
百
姓
生

活
に
鍛
え
ら
れ
た
骨
太
の
母
の
慣
れ
た
手
さ

ば
き
に
見
惚
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

豆
腐
を
刺
し
た
青
竹
の
串
の
美
し
さ
を
も

頑
丈
な
母
の
手
に
依
っ
て
感
じ
さ
せ
る
表
現

技
巧
に
感
服
し
た
。

昭和４６年
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川
幅
を
へ
だ
て
て
も
ら
ひ
ま
つ
り
か
な

日
本
の
古
い
美
し
い
人
情
が
し
み
じ
み
と

感
じ
ら
れ
る
。「
も
ら
ひ
ま
つ
り
」
と
い
う

言
葉
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。「
川
幅
」

と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
川
が
相
当
大
き
く
、

豊
か
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

川
は
村
の
境
或
い
は
県
の
境
と
も
な
っ
て
い

る
し
、
こ
ち
ら
側
は
お
ま
つ
り
の
神
様
の
氏

子
で
は
な
い
の
だ
が
、
お
ま
つ
り
の
仲
間
に

入
れ
て
も
ら
っ
て
、
軒
に
注
連
を
張
り
祭
提

灯
な
ど
を
吊
る
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者

の
住
む
北
葛
幸
手
あ
た
り
、
利
根
川
か
荒
川

べ
り
の
風
景
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

昭和５０年
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青
田
風
ち
ら
り
と
青
き
穂
の
見
え
て

「
青
田
風
」
は
、
白
く
乾
い
た
、
炎
日
に

ぎ
ら
ぎ
ら
光
る
道
が
想
像
さ
れ
、
青
々
と

展
け
た
稲
田
を
わ
た
る
風
の
涼
し
さ
を
表
現

し
た
季
語
に
な
っ
て
い
る
。
大
抵
の
句
は
其

の
季
語
と
其
他
の
事
物
の
配
合
に
依
っ
て
成

立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
、
飽
迄
青
田

を
離
れ
ず
、
風
に
そ
よ
ぐ
葉
か
げ
か
ら
ち
ら

り
と
穂
が
覗
い
た
と
い
う
事
実
だ
け
な
の
で

あ
る
。
こ
の
平
凡
で
些
細
な
発
見
が
大
き
な

拡
が
り
を
見
せ
る
。
自
然
の
い
の
ち
と
、
そ

れ
を
培
っ
た
人
間
の
よ
ろ
こ
び
が
端
的
に
い

き
い
き
と
表
現
さ
れ
た
最
も
新
し
い
作
品
と

な
っ
た
。

昭和５０年
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銃
眼
の
真
下
に
群
れ
て
葉
鶏
頭

前
書
が
つ
く
と
こ
ろ
だ
が
な
く
て
も
解

る
。
古
城
な
ど
に
登
っ
て
、
其
の
銃
眼
か
ら

覗
い
た
風
景
と
想
像
出
来
る
。
土
は
白
く
灼

け
て
い
る
が
、
秋
は
す
で
に
群
が
る
葉
鶏
頭

を
焰
の
色
に
染
め
て
い
る
。「
真
下
に
」
が

そ
び
え
立
つ
城
郭
の
感
じ
を
よ
く
出
し
て
い

る
。
他
の
句
も
そ
れ
ぞ
れ
に
手
堅
く
、
俳
句

表
現
の
原
典
に
拠
っ
た
正
統
的
な
表
現
で
あ

る
。

昭和５０年
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た
ま
ね
ぎ
と
女
体
の
密
度
蟬
う
ま
る

格
調
の
し
っ
か
り
し
た
正
統
的
な
表
現
の
作
者
も
、
内
容

に
依
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
句
を
作
る
も
の
か
と

感
動
し
た
。
先
頃
、「
す
い
ほ
画
廊
」
で
個
展
が
あ
っ
た
熊

谷
よ
し
ゆ
き
氏
の
「
蟬
」
と
題
す
る
作
品
を
詠
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
よ
し
ゆ
き
氏
の
作
品
は
す
べ
て
幻
想
的
で
あ
る
が
、

こ
の
絵
も
画
面
全
体
は
神
秘
的
な
ブ
ル
ー
の
夜
明
け
色
で
、

青
白
い
光
沢
の
あ
る
裸
体
が
背
中
を
向
け
て
い
る
座
像
で
あ

る
。
頭
は
人
間
で
な
く
、青
白
い
肌
の
玉
葱
に
な
っ
て
い
る
。

一
緒
に
見
て
い
た
充
さ
ん
の
奥
さ
ん
は
直
ぐ
「
蟬
が
生
ま
れ

る
と
こ
ろ
で
す
ね
」
と
云
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
た
ま
ね
ぎ
の

肌
と
女
体
の
密
度
は
同
じ
も
の
だ
と
云
わ
れ
て
み
る
と
成
程

と
思
う
。

よ
し
ゆ
き
氏
の
画
を
俳
句
に
詠
ん
だ
冒
険
を
私
は
買
う
。

熊
谷
よ
し
ゆ
き
個
展

昭和５０年
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め
ま
と
ひ
の
ひ
と
つ
眼
鏡
の
内
側
へ

め
ま
と
ひ
は
ま
く
な
ぎ

4

4

4

4

の
こ
と
。
歳
時
記

で
は
夏
だ
が
、
春
か
ら
秋
ま
で
水
辺
に
見
ら

れ
、
蚊
柱
の
よ
う
に
群
が
っ
て
い
る
。
作
者

の
歩
い
て
ゆ
く
道
を
塞
い
で
い
る
の
を
、
か

ま
わ
ず
顔
を
ぶ
つ
け
て
通
る
と
視
線
を
黒
く

遮
ら
れ
て
し
ま
う
。
仕
方
な
く
眼
鏡
を
外
し

て
み
る
と
、
た
っ
た
一
ぴ
き
の
ち
っ
ぽ
け
な

虫
が
眼
鏡
の
内
側
に
入
っ
て
邪
魔
し
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。
自
然
に
任
せ
て
い
る
作
者
の

愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
。

昭和５１年
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あ
た
ら
し
き
麺
ぶ
ち
板
や
妻
の
冬

「
麺
ぶ
ち
板
」
は
、
そ
ば
や
う
ど
ん
を
打

つ
た
め
の
板
だ
が
、「
ぶ
ち
」
と
い
う
北
関

東
ら
し
い
荒
い
方
言
の
味
を
出
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
面
白
い
。
働
き
者
の
細
君
が
、
新
し

い
板
に
変
え
て
、
冬
に
備
え
て
い
る
意
気
込

み
が
感
じ
ら
れ
る
。
寒
さ
に
耐
え
る
夫
の
た

め
、
子
供
の
た
め
、
美
味
し
い
う
ど
ん
の
煮

込
み
が
作
ら
れ
、
一
家
が
ふ
う
ふ
う
湯
気
を

吹
き
な
が
ら
喰
べ
て
い
る
よ
う
な
情
景
が
見

え
る
。

昭和５１年
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閘
門
に
鍵
の
か
か
り
て
三
ヶ
日

閘
門
の
あ
る
風
景
は
水
郷
な
ら
よ
く
見
ら

れ
る
。
こ
の
句
は
、
作
者
の
家
か
ら
近
い

利
根
川
か
荒
川
辺
で
、
閘
門
の
付
近
は
小

公
園
に
な
っ
て
い
て
、
洋
風
の
番
小
舎
な
ど

が
建
っ
て
い
る
景
色
が
想
像
さ
れ
る
。
正
月

の
松
飾
な
ど
は
な
く
、
鍵
一
つ
が
こ
の
句
の

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
簡
潔
な
表
現
が
、

清
々
し
く
、
船
の
往
来
も
絶
え
た
静
寂
さ
を

感
じ
さ
せ
る
。

昭和５１年
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ま
た
家
を
追
は
る
る
気
配
寒
の
明
け
種

素
朴
な
写
生
の
表
現
手
法
に
、
澄
徹
し
た

作
家
の
凝
視
を
感
じ
る
よ
う
な
作
品
を
見
せ

て
き
た
作
者
に
こ
の
句
は
珍
し
い
。
境
遇
の

上
に
何
か
変
化
が
起
っ
た
の
だ
と
察
し
ら
れ

る
。
過
去
に
家
を
追
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

今
ま
た
家
を
追
わ
れ
る
よ
う
な
気
配
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
句
の
表
か
ら
は
何

も
云
わ
れ
て
い
な
い
が
、
不
幸
な
る
予
感
で

あ
る
に
違
い
な
い
。
併
し
、
こ
の
句
も
下
五

の
季
語
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
作
者
の
明
る
い
希
望

を
う
ち
開
け
て
い
る
。

昭和５１年
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蒔
き
を
了
ヘ
し
夕
日
に
あ
た
た
ま
る

普
通
「
種
蒔
」
と
い
う
季
題
は
、
苗
代
に

籾
を
蒔
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
は
じ
め
か

ら
田
圃
に
種
を
蒔
く
作
り
方
も
あ
る
と
云
う

が
、
兎
に
角
稲
作
の
最
初
の
仕
事
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
彼
岸
を
過
ぎ
て
ま
も
な
く
の
頃

だ
か
ら
肌
寒
い
日
も
あ
る
。
農
仕
事
は
よ
く

知
ら
な
い
が
、
草
花
の
種
な
ど
を
蒔
く
の
と

違
っ
て
、
相
当
の
時
間
が
か
か
り
、
や
っ
と

夕
方
頃
了
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
夕
日
に
あ

た
た
ま
る
」
が
早
春
情
景
と
し
て
、
写
実
派

ら
し
く
手
固
い
描
写
に
な
っ
て
い
る
。

昭和５１年
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な

歯

切

よ

し

新

涼

の

床

板

厚

き

武

家

屋

敷

銃

眼

の

真

下

に

群

れ

て

葉

鶏

頭

オ

リ

ー

ブ

園

夏

潮

白

く

照

り

返

す

灯

下

親

し

華

燭

を

知

ら

ぬ

夫

婦

に

て

た

ま

ね

ぎ

と

女

体

の

密

度

蟬

う

ま

る

薄

荷

の

花

匂

ふ

二

十

三

夜

の

月

熊
谷
よ
し
ゆ
き
画
展
「
蟬
」「
薄
荷
」
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光
陰
賞
推
薦
の
こ
と
ば

瀧　

春
一　

今
回
の
受
賞
者
は
、
金
井
充
氏
、
柳
井
春
乃
さ
ん
の
二
人
を
推
す
こ
と
に
し

た
。金

井
充
氏
は
、
水
野
北
迷
、
中
野
文
夫
、
片
山
桃
弓
の
方
々
と
同
じ
よ
う
に

長
い
療
養
所
生
活
を
経
て
来
て
い
る
。
療
養
者
と
し
て
俳
句
一
途
に
生
き
、
ひ

た
す
ら
な
俳
句
鍛
練
は
、
い
つ
し
か
優
れ
た
俳
句
作
家
の
技
倆
を
身
に
つ
け
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

充
氏
は
純
粋
な
写
生
派
で
あ
る
。
其
の
作
品
は
表
面
地
味
で
、
感
動
を
抑
さ

え
た
表
現
だ
が
、
高
性
能
の
レ
ン
ズ
で
撮
っ
た
画
面
の
よ
う
に
極
め
て
鮮
明

で
あ
る
。
そ
う
か
と
云
っ
て
、
冷
た
く
乾
い
た
も
の
で
は
な
く
、
把
え
た
詩
情
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に
は
、
作
者
の
質
実
な
性
格
が
ほ
の
ぼ
の
と
温
か
く
匂
っ
て
い
る
。
受
賞
作
品

は
、五
十
年
後
半
の
僅
か
四
ヶ
月
間
位
の
も
の
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

主
と
し
て
作
者
の
住
む
関
東
平
野
北
葛
の
穏
や
か
な
田
園
風
景
と
、
小
豆
島
等

の
旅
吟
で
あ
る
。
熊
谷
よ
し
ゆ
き
氏
画
展
の
二
つ
の
幻
想
的
な
作
品
を
見
事
に

描
写
し
て
い
る
の
に
頭
が
下
が
る
。

柳
井
春
乃
さ
ん
は
、
暖
流
で
は
割
合
に
少
な
い
ム
ー
ド
派
の
女
流
で
あ
る
。

そ
の
句
風
は
都
会
的
な
淡
泊
な
味
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
古
い

城
下
町
の
よ
う
な
情
趣
を
醸
し
出
す
粘
っ
こ
い
作
家
で
あ
る
。
東
京
に
住
ん
で

い
る
が
、
ふ
る
さ
と
は
会
津
若
松
で
、
母
堂
は
健
在
で
、
と
き
ど
き
帰
省
し
て

い
る
と
聞
く
と
、
成
る
程
と
肯
か
れ
る
。
作
品
の
一
つ
一
つ
は
物
語
的
な
要
素

を
持
っ
て
い
る
し
、
こ
の
作
家
の
俳
句
用
語
は
、
大
抵
や
さ
し
げ
な
話
し
言
葉

で
あ
る
。
そ
れ
も
浄
瑠
璃
本
の
中
に
あ
る
よ
う
な
古
臭
い
文
句
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
案
外
い
き
い
き
し
た
現
代
的
な
味
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
作
家
は
、
独
自
の
言
葉
遣
い
を
創
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
雪

小
道
」「
早
寝
村
」「
石
の
お
も
ざ
し
」「
散
る
花
の
夕
桐
」
等
、
自
分
で
創
っ

た
言
葉
を
極
め
て
自
然
に
遣
い
こ
な
し
て
い
る
。

今
回
の
受
賞
者
二
人
は
、
各
々
質
の
異
う
対
照
的
な
作
家
で
あ
る
と
思
う
。



58

大
い
な
る
蒔ま

き

た田
に
男
ひ
と
り
き
り

作
者
の
住
む
地
に
近
い
蓮
田
あ
た
り
の
句

で
、
摘つ
み
た田
と
い
う
言
葉
の
入
っ
た
の
を
昔

見
た
こ
と
が
あ
る
。
苗
代
の
稲
を
植
え
る
の

で
な
く
、
直
接
田
圃
に
種
を
蒔
い
て
、
芽
を

出
し
て
伸
び
た
の
を
間
引
く
と
い
う
や
り
方

で
、
植
田
で
な
く
摘
田
な
の
で
あ
る
。
金
井

充
氏
の
蒔
田
と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
摘
田
の

こ
と
に
違
い
な
い
。
代
田
に
籾
を
蒔
く
の
で

は
な
く
、
田
圃
に
直
接
種
を
蒔
い
て
い
る
光

景
で
あ
ろ
う
。
所
謂
穀
倉
地
帯
で
、
広
々
し

た
田
が
あ
っ
て
も
、
田
を
作
る
人
数
の
少
な

い
地
方
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
あ
ん
ま
り

う
ま
い
米
は
採
れ
そ
う
も
な
い
よ
う
な
侘
し

さ
を
感
じ
る
。

昭和５１年
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花
び
ら
き
田
舎
役
場
の
総
立
ち
に

「
花
び
ら
き
」
は
「
山
開
き
」「
海
開
き
」

「
牧
開
き
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
言
葉
で
あ

る
。
こ
の
町
の
役
場
が
待
ち
に
待
っ
た
時
季

が
来
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
町
に
は
昔
か
ら

花
の
名
所
が
あ
り
、
桜
の
花
が
咲
い
た
と
き

が
一
年
中
一
番
の
か
き
い
れ
な
の
で
あ
る
。

役
場
は
全
員
で
、
町
通
り
の
商
店
街
に
働
き

か
け
、
店
名
入
り
の
花
見
ぼ
ん
ぼ
り
を
寄
付

さ
せ
た
り
、屋
台
店
も
茶
店
も
許
可
す
る
し
、

町
の
お
ば
さ
ん
達
の
踊
り
ま
く
る
何
ん
と
か

踊
の
後
援
も
す
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
振
り
で

昭和５１年
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あ
る
。
こ
の
句
を
見
れ
ば
、
其
の
俗
っ
ぽ
さ

が
良
く
感
じ
ら
れ
て
面
白
い
が
、
問
題
な
の

は
「
花
び
ら
き
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
私

は
事
も
な
げ
に
山
開
き
や
海
開
き
と
同
じ
な

ど
と
云
っ
た
が
、
役
場
の
人
達
だ
け
で
も
口

か
ら
出
し
て
云
っ
て
い
る
言
葉
な
ら
文
句
は

な
い
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
作
者
の
造

語
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
に
は
「
総
立

ち
に
」
と
共
に
昔
な
が
ら
の
言
葉
の
よ
う
に

受
取
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
者
は
大
胆
な

技
巧
派
で
も
あ
る
。

昭和５１年
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全
景
を
と
ら
へ
し
水
の
田
を
植
う
る

こ
れ
か
ら
早
苗
を
植
え
る
た
め
の
田
圃
に

水
が
張
ら
れ
る
。
田
圃
を
隔
て
た
向
こ
う
側

に
道
路
が
あ
り
、
家
並
み
が
あ
る
。
そ
れ
が

田
圃
の
水
に
は
っ
き
り
映
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
景
色
の
全
部
で
あ
る
。
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た

関
東
平
野
の
所
謂
穀
倉
地
帯
が
よ
く
写
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
だ
が
、
早
い
夜
明
け
の

微
風
に
吹
か
れ
て
い
る
よ
う
な
壮
快
さ
が
感

じ
ら
れ
る
。
見
た
ま
ま
を
完
全
に
表
現
し
得

た
と
思
う
こ
と
が
写
生
派
の
よ
ろ
こ
び
な
の

で
あ
る
。

昭和５１年
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子
供
の
日
誰
も
む
か
し
の
貌
な
ら
ず

昔
の
五
月
の
節
句
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
だ

が
、
今
の
子
供
の
日
は
子
供
中
心
と
な
り
、

親
が
子
供
に
仕
え
る
よ
う
な
感
じ
に
な
っ

た
。
昔
は
子
供
の
節
句
と
云
っ
て
も
、
先
祖

を
祀
る
家
中
心
の
日
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が

す
る
。

こ
の
句
は
子
供
の
日
に
、
作
者
が
ふ
る
さ

と
の
家
に
帰
っ
た
と
き
の
感
慨
の
よ
う
に
受

け
取
れ
る
。
端
午
の
節
句
に
遊
ん
だ
友
達
は

今
も
丈
夫
で
い
る
け
れ
ど
、
誰
も
彼
も
昔
の

貌
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

昭和５１年
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つ
ち
か
へ
ば
芋
の
葉
ば
か
り
目
に
つ
き
て

ど
の
句
に
も
、
苦
労
が
見
ら
れ
る
。
平
明

に
し
て
味
の
深
い
句
を
詠
む
た
め
に
は
唯
々

努
力
勉
強
の
苦
労
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
句
は
素
人
の
畑
作
り
で
あ
る
。
そ

れ
を
「
つ
ち
か
へ
ば
」
と
い
う
一
と
言
で
云

い
現
し
て
い
る
。
芋
は
里
芋
と
か
八
つ
頭
の

た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
も
の
を
作
っ
て
い

る
の
だ
が
、
芋
の
葉
ば
か
り
が
目
に
つ
く
の

で
あ
る
。
も
う
作
者
は
「
新
芋
の
煮
こ
ろ
が

し
」
の
う
ま
さ
で
も
考
え
て
唾
を
の
み
こ
ん

で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

昭和５１年
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明
治
村
露
も
明
治
の
匂
ひ
し
て

建
築
と
い
う
も
の
は
常
に
時
代
の
先
端
を

現
す
も
の
だ
と
云
う
。
明
治
に
出
来
た
建
物

に
は
、
は
っ
き
り
と
明
治
が
匂
っ
て
い
る
。

明
治
生
ま
れ
の
吾
々
の
目
か
ら
消
え
た
代
表

的
な
も
ろ
も
ろ
の
建
造
物
が
こ
の
明
治
村
に

集
め
ら
れ
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
き

も
の
に
は
深
い
翳
影
が
あ
る
。
そ
れ
は
作
者

に
と
っ
て
露
け
さ
で
あ
り
、
草
に
置
く
露
其

の
も
の
の
匂
い
で
あ
る
。

昭和５１年
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蝶
蜻
蛉
飛
ん
で
コ
ス
モ
ス
さ
か
り
な
り

「
蝶
」
だ
け
な
ら
春
の
感
覚
、「
蜻
蛉
」
だ

け
な
ら
夏
だ
。
蝶
と
蜻
蛉
が
一
緒
に
な
っ
て

飛
ん
で
い
る
風
景
と
す
れ
ば
ま
さ
に
秋
で
あ

る
。
こ
の
風
景
に
一
番
よ
く
合
っ
た
花
と
云

え
ば
や
は
り
コ
ス
モ
ス
で
あ
ろ
う
。
前
号
に

も
書
い
た
が
、
九
州
の
え
び
野
高
原
で
コ
ス

モ
ス
の
花
に
覆
わ
れ
た
丘
を
見
た
。
其
の
群

落
を
離
れ
な
い
淡
い
彩
の
蝶
の
羽
と
、
き
ら

き
ら
光
る
蜻
蛉
の
翅
と
空
の
碧
さ
を
私
は
忘

れ
な
い
。
大
ま
か
に
明
快
に
自
然
の
妙
趣
を

把
ら
え
た
句
で
あ
る
。

昭和５２年
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つ
き
あ
ひ
も
家
族
ぐ
る
み
や
の
っ
ぺ
汁

昔
は
家
族
ぐ
る
み
の
つ
き
あ
い
な
ん
て
珍

し
い
こ
と
で
は
な
い
、
都
会
で
も
田
舎
で
も

当
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
句
を

作
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
が
両
隣
り
の
人

の
顔
さ
え
よ
く
知
ら
ぬ
よ
う
な
都
会
に
住
ん

で
来
て
今
は
子
供
も
親
も
親
類
の
よ
う
に
一

緒
に
つ
き
あ
う
田
舎
の
温
か
さ
を
身
に
し
み

じ
み
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
芋
、大
根
、

人
参
、
牛
蒡
な
ど
畑
の
も
の
ば
か
り
の
ご
っ

た
汁
で
あ
る
「
の
っ
ぺ
汁
」
が
其
の
感
じ
を

よ
く
現
し
て
い
る
。

昭和５２年
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寒
風
を
纏
ひ
て
あ
る
く
乞
食
獅
子

初
春
、
東
京
の
町
内
を
廻
っ
て
く
る
獅
子

は
大
抵
鳶
の
若
い
者
だ
っ
た
。
何
処
の
者
と

も
分
ら
ぬ
門
づ
け
の
よ
う
な
獅
子
は
乞
食
獅

子
と
云
わ
れ
て
い
た
。
今
の
世
に
も
乞
食
獅

子
が
見
ら
れ
る
の
は
、
哀
れ
だ
が
一
種
の
趣

き
を
感
じ
さ
せ
る
。
獅
子
頭
と
毛
鬘ま
ん

の
裂
を

身
に
纏
っ
て
田
圃
道
を
歩
く
姿
を
、「
寒
風

を
纏
ひ
て
」
と
い
う
表
現
は
見
事
で
あ
る
。

昭和５２年
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昭
和
52
年
度 

暖
流
賞 

発
表
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芋

掘

る

や

む

か

し

と

お

な

じ

肥

笊

に

め

ま

と

ひ

の

ひ

と

つ

眼

鏡

の

内

側

へ

あ

た

ら

し

き

麺

ぶ

ち

板

や

妻

の

冬

一

律

に

膝

の

曲

が

り

し

蕎

麦

を

刈

る

身

の

は

づ

む

ほ

ど

に

寒

土

の

い

ぬ

ふ

ぐ

り

種

蒔

を

了

へ

し

夕

日

に

あ

た

た

ま

る

大

い

な

る

蒔

田

に

男

ひ

と

り

き

り

光
陰
賞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
井　

充

　
　
　

瀧
春
一
主
宰
推
薦　
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墓

原

を

埋

め

て

つ

く

し

の

人

臭

し

八

十

八

夜

母

の

太

指

揉

み

ほ

ぐ

す

牛

蛙

け

も

の

の

牛

と

呼

び

か

は

す

色

シ

ャ

ツ

の

田

植

一

斉

に

こ

ち

ら

向

く

全

景

を

と

ら

へ

し

水

の

田

を

植

う

る

妻

だ

け

に

嫌

は

れ

て

ゐ

る

ア

マ

リ

リ

ス

ま

っ

く

ろ

な

山

を

背

負

へ

り

盆

踊

吾

が

家

に

も

ふ

と

こ

ろ

の

あ

り

ち

ち

ろ

虫

北

陸

や

海

を

明

り

に

稲

を

刈

る

声

だ

け

の

ガ

イ

ド

や

秋

の

川

下

り

明

治

村

露

も

明

治

の

匂

ひ

し

て
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光
陰
賞
推
薦
の
こ
と
ば

瀧　

春
一　

光
陰
賞
を
決
定
す
る
の
に
、
毎
月
発
表
さ
れ
る
巻
頭
よ
り
の
順
な
ど
無
視
し

て
、
作
品
本
位
に
一
句
一
句
見
直
し
て
佳
と
思
う
も
の
を
並
べ
て
み
た
が
や
は

り
金
井
充
氏
の
句
が
一
番
多
か
っ
た
。
も
っ
と
も
金
井
氏
は
一
年
間
に
六
回
巻

頭
を
占
め
て
い
た
。

其
の
作
品
は
天
才
的
だ
と
か
高
度
の
詩
精
神
に
溢
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で

は
な
く
、
い
か
に
も
俳
句
的
な
俳
句
だ
と
思
わ
せ
る
。
俳
句
が
俳
句
的
だ
と
い

う
こ
と
は
平
凡
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
五
七
五
音
の
定
型
に
ぴ
っ
た
り
は

ま
っ
た
理
想
的
な
姿
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

去
年
の
光
陰
賞
に
推
薦
し
た
と
き
も
云
っ
た
よ
う
に
こ
の
作
家
は
、
作
家
と
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し
て
の
濁
り
の
な
い
眼
が
い
い
の
で
あ
る
。
私
も
写
生
派
だ
か
ら
云
う
が
、
俳

句
と
い
う
も
の
は
先
ず
眼
で
し
っ
か
り
と
物
を
見
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
で

あ
る
。
物
を
よ
く
見
据
え
、
見
極
め
、
確
実
に
自
然
を
（
こ
の
自
然
は
広
い
意

味
で
あ
る
）
自
分
の
心
に
把
ら
え
得
た
と
思
っ
た
ら
は
じ
め
て
表
現
に
と
り
か

か
る
。
無
論
言
葉
で
表
現
す
る
の
だ
が
、
其
の
言
葉
は
飽
迄
直
截
簡
明
で
な
け

ら
ば
な
ら
な
い
。
誰
に
で
も
分
か
る
よ
う
な
、
読
む
者
の
胸
を
温
か
く
つ
つ
む

よ
う
な
言
葉
遣
い
が
欲
し
い
。

そ
れ
か
ら
季
語
に
問
題
が
あ
る
。「
季
語
を
使
っ
て
も
其
の
季
語
に
よ
っ
て

日
本
の
季
節
感
を
表
現
し
て
い
な
け
れ
ば
俳
句
と
は
云
え
な
い
」
と
い
う
の
は

通
説
だ
が
、
は
じ
め
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
作
っ
て
い
た
ら
生
き

た
自
然
を
把
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
季
題
趣
味
に
陥
り
、
季
節
の
挨
拶
に

了
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
歳
時
記
に
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
季
語
の
概

念
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
表
現
語
と
し
て
季
語
を
自
由
に
駆
使
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

ん
な
こ
と
は
、
俳
句
作
法
の
基
本
だ
が
、
金
井
充
氏
は
こ
の
基
本
を
よ
く
守
っ

て
句
作
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
時
に
は
旅
行
も
す
る
よ
う
だ
が
、
大
抵
は
起

伏
の
な
い
平
凡
な
野
づ
ら
か
ら
素
材
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
に
今
年
の

光
陰
賞
の
候
補
と
し
て
あ
げ
た
作
家
に
は
、
松
本
陽
一
、
加
藤
日
女
、
池
田
あ

き
ら
の
三
氏
が
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
て
置
く
。
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逃

げ

水

の

先

を

泳

げ

り

鯉

幟

赤
城
山
を
下
っ
て
、
裾
野
を
突
っ
走
る
。

相
当
な
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
が
正
面
か
ら
左
右

に
広
が
っ
た
風
景
は
少
し
づ
つ
動
き
移
っ
て

ゆ
く
。
見
る
と
前
方
の
路
面
が
急
に
時
雨
に

濡
れ
た
よ
う
に
サ
ー
ッ
と
色
を
変
え
る
。
こ

れ
が
「
逃
げ
水
」
で
あ
る
。
折
か
ら
五
月
の

頃
で
、
鯉
幟
も
目
に
入
っ
て
く
る
。「
先
を

泳
げ
り
」
は
、
逃
水
に
対
す
る
言
葉
の
技
巧

で
あ
る
。

昭和５２年
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将

門

の

墓

筍

も

横

曲

り

平
親
王
将
門
と
名
乗
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
平
親
院
は
将

門
の
墓
が
あ
る
ら
し
い
寺
の
名
で
あ
る
。
作
者
の
現
在
住

む
幸
手
は
坂
東
で
、
将
門
の
領
地
で
あ
っ
た
所
に
そ
れ
ほ

ど
遠
く
な
い
。
私
た
ち
は
、
子
ど
も
の
時
分
、
平
将
門
は

朝
廷
に
謀
反
し
た
悪
人
と
教
え
ら
れ
て
来
た
。
先
頃
の
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
で
は
徹
底
し
た
民
主
主
義
の
領
主
と
な
っ
て
い

る
。
東
京
の
神
田
明
神
は
、
江
戸
名
所
図
会
に
も
、
祭
神
は

大お
お
あ
な
む
ち
の
み
こ
と

巳
貴
命
と
平
親
王
将
門
の
霊
の
二
座
と
な
っ
て
い
る
。

将
門
の
霊
が
祀
ら
れ
た
の
は
ひ
そ
か
に
江
戸
っ
子
か
ら
敬
慕

さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

作
者
は
、
偶
々
寺
内
の
竹
薮
で
掘
り
出
さ
れ
る
横
曲
り
の

筍
を
見
て
、
権
力
に
抗
す
る
将
門
の
意
気
を
感
じ
た
の
で
あ

ろ
う
。
軽
い
俳
諧
味
の
出
て
い
る
句
で
あ
る
。

平
親
院　

浄
誓
寺

昭和５２年
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田
植
機
に
蹤
く
妙
齢
の
姿
あ
り

俳
句
の
表
現
に
就
い
て
一
刀
流
と
言
わ
れ

た
の
は
秋
桜
子
先
生
で
あ
る
が
、
こ
の
句
の

「
妙
齢
の
姿
」は
正
に
一
刀
流
の
表
現
で
あ
る
。

田
植
機
の
普
及
と
共
に
、
早
乙
女
の
風
流
の

姿
は
消
え
た
が
、
田
植
機
を
操
る
若
き
夫
の

後
に
蹤
く
若
き
妻
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
後
に
蹤
く
妻
の
働
き
は
早
苗
の
こ

ぼ
れ
を
挿
し
直
す
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。
明

る
く
快
き
美
し
さ
に
溢
れ
て
い
る
。

昭和５２年
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さ
き
た
ま
や
夏
野
に
浮
か
ぶ
古
墳
群

「
さ
き
た
ま
」
は
埼さ
い

玉た
ま

の
古
称
で
、
さ
き

た
ま
古
墳
と
言
わ
れ
て
い
る
。私
は
宮
崎
で
、

西さ
い

都と

原ば
る

や
東と
う

都と

原ば
る

の
古
墳
群
を
見
た
が
、
こ

の
さ
き
た
ま
古
墳
群
は
東と
う

都と

原ば
る

の
方
に
似
て

い
る
。
関
東
の
穀
倉
帯
と
言
わ
れ
て
い
る
こ

の
辺
り
は
田
が
多
く
、
炎
夏
に
は
め
く
る
め

く
ほ
ど
青
々
と
し
た
炎
を
上
げ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
の
句
は
青
田
に
限
定
せ
ず
、
夏
野
に

浮
か
ぶ
と
し
て
風
景
の
広
が
り
を
出
し
て
い

る
。

昭和 52年
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夕
焼
や
真
鯉
は
陰
の
魚
と
し
て

昔
は
緋
鯉
と
真
鯉
だ
け
だ
っ
た
が
、
今
は

錦
鯉
が
あ
り
、
金
銀
の
鯉
が
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
美
し
過
ぎ
る
ほ
ど

の
色
彩
を
持
つ
鯉
の
中
に
本
来
の
真
鯉
が

い
る
。
本
当
に
鯉
ら
し
い
美
し
さ
と
強
さ
を

持
っ
て
い
る
の
は
真
鯉
な
の
だ
。
い
つ
も
陰

の
よ
う
に
静
か
に
生
き
て
い
る
。
一
と
時
の

夕
焼
に
映
え
る
池
水
に
い
ち
早
く
夜
の
影
を

曳
い
て
い
る
の
は
真
鯉
で
あ
る
。

78
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秋
耕
や
か
や
つ
り
ぐ
さ
を
抜
く
仕
事

私
の
家
の
近
く
に
、
少
し
の
空
地
を
利
用

し
て
区
が
作
っ
た
子
供
の
遊
び
場
が
あ
る
。

風
の
日
は
土
埃
が
立
っ
て
周
囲
の
家
が
迷
惑

す
る
と
い
う
の
で
草
の
種
を
蒔
い
た
。
秋
に

な
っ
た
ら
ね
こ
じ
ゃ
ら
し
と
か
や
つ
り
ぐ
さ

で
一
杯
に
な
っ
た
。
私
は
こ
の
句
を
見
て
、

畑
に
は
び
こ
る
か
や
つ
り
草
を
抜
く
の
に
苦

労
し
て
い
る
様
子
が
よ
く
分
か
っ
た
。「
秋

耕
」
と
い
う
季
題
も
、
実
際
は
炎
夏
の
草
取

り
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

79　　昭和５２年
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こ
ぼ
れ
萩
ほ
と
け
世
帯
の
書
割
に

作
者
の
つ
く
り
出
し
た
「
ほ
と
け
世
帯
」

と
い
う
言
葉
が
こ
の
句
の
眼
目
で
あ
る
。
仏

様
に
負
ぶ
さ
っ
て
喰
べ
て
い
る
生
活
、
つ
ま

り
お
寺
の
暮
ら
し
で
あ
る
。
無
論
こ
の
言
葉

は
実
体
が
完
全
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。

言
葉
だ
け
切
り
離
し
た
ら
何
ん
の
こ
と
か
分

か
ら
な
い
。

併
し
、
一
句
と
し
て
読
み
下
せ
ば
、
ド
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
情
景
が
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
か
ん

で
く
る
。
今
回
の
一
連
は
鎌
倉
で
詠
ん
だ
ら

し
い
。
鎌
倉
で
こ
れ
だ
け
の
句
が
出
来
た
ら

大
し
た
も
の
で
あ
る
。

昭和 52年　　80
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蘆よ
し

雀
す
ず
め

通
過
電
車
を
よ
ろ
こ
べ
り

古
風
な
言
葉
と
難
し
い
字
を
遣
っ
て
い
る

が
、「
ヨ
シ
キ
リ
」「
行
々
子
」の
こ
と
で
あ
る
。

後
の
通
過
電
車
と
い
う
味
も
素
っ
気
も
な
い

言
葉
と
の
対
照
が
面
白
く
し
て
い
る
。
五
月

の
は
じ
め
頃
芦
の
生
え
て
い
る
所
に
や
っ

て
来
て
や
か
ま
し
く
鳴
き
立
て
る
、
近
く
を

突
っ
走
る
電
車
の
音
に
消
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
は
な
い
。
む
し
ろ
電
車
の
ひ
び
き
に
よ
ろ

こ
び
和
し
て
い
る
よ
う
に
聞
か
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
風
景
は
単
調
で
あ
っ
て
も
五
月

頃
の
溌
溂
と
し
た
自
然
が
よ
く
表
現
さ
れ
て

い
る
。

81　　昭和 53年
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余
後
の
冬
柩
の
母
は
重
か
り
き

母
を
葬
る
一
連
の
句
の
一
つ
で
あ
る
。
啄

木
の
歌
に
、
母
を
負
ぶ
っ
て
あ
ま
り
に
軽

か
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
だ
と
い
う
の
が
あ

る
が
、
自
分
も
病
気
し
て
余
後
の
身
で
あ
る

作
者
に
と
っ
て
、
柩
の
中
の
母
は
ど
ん
な
に

重
か
っ
た
か
知
れ
な
い
。「
重
か
り
き
」
は
、

さ
り
げ
な
く
云
い
な
が
ら
、」
ど
ん
な
に
深

い
悲
し
み
を
込
め
た
言
葉
で
あ
る
か
。
し
ば

ら
く
こ
の
作
者
の
作
品
を
見
な
か
っ
た
が
、

や
は
り
優
れ
た
表
現
の
技
倆
を
感
じ
る
。

昭和５４年
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ほ
ろ
に
が
き
花
粉
の
味
も
花
菜
漬

甘
味
辛
味
の
他
に
苦
味
が
あ
る
。
蕗
の
と

う
が
酒
の
肴
や
お
茶
漬
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る

の
は
苦
味
が
有
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
句
も

花
菜
漬
の
ほ
ろ
に
が
さ
を
讃
え
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
「
花
粉
の
味
」
だ
と
言
っ
て
い

る
所
が
異
色
な
の
で
あ
る
。
蕗
の
と
う
も
蕗

の
花
だ
か
ら
や
は
り
花
粉
の
に
が
さ
に
違
い

な
い
。
作
者
の
住
む
北
埼
玉
辺
り
で
は
、
花

見
酒
の
肴
や
弁
当
に
必
ず
花
菜
漬
が
出
る
よ

う
で
あ
る
。

昭和５４年
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浪

人

の

子

が

を

り

春

の

煤

払

私
の
子
ど
も
達
も
大
学
へ
は
す
ん
な
り
入

れ
ず
、
一
浪
も
二
浪
も
し
て
い
た
。
こ
の
句

の
浪
人
が
作
者
の
子
と
す
れ
ば
、
試
験
に
落

ち
た
こ
と
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
春
の
煤
払

に
働
い
て
く
れ
る
心
根
を
頼
も
し
く
思
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

昔
は
毎
年
の
春
「
大
掃
除
」
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
役
所
か
ら
指
示
さ
れ
た
日
に
、

町
ぐ
る
み
で
徹
底
的
に
清
掃
を
や
っ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
句
の
煤
払
は
自
発
的
な
も
の

で
あ
ろ
う
が
。

　　84
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手
で
植
う
る
田
植
家
族
の
い
と
ほ
し
や

何
ん
で
も
器
械
化
し
た
農
村
で
は
、
昔
の

よ
う
な
田
植
風
景
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

其
の
中
で
、
何
人
か
の
家
族
が
め
い
め
い
に

早
苗
を
手
に
し
て
植
え
る
昔
な
が
ら
の
姿
を

見
て
感
激
し
た
の
で
あ
る
。「
い
と
ほ
し
や
」

は
こ
の
人
々
の
け
な
げ
な
姿
を
見
て
の
愛
惜

の
心
、
田
植
は
こ
の
よ
う
で
あ
り
た
い
と
希

う
気
持
ち
で
あ
る
。

85　　昭和 54年
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青
田
が
囲
む
鮨
屋
も
磯
の
匂
ひ
し
て

農
村
で
も
鮨
屋
の
暖
簾
が
見
ら
れ
る
の
は

珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
東
京
の
魚
河
岸
へ
買

出
し
に
行
く
と
し
て
も
大
抵
の
所
な
ら
ネ
タ

を
腐
ら
す
こ
と
も
な
く
、
鮨
を
喰
べ
る
客
も

多
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
青
田
が
囲

む
」
は
、
田
園
の
炎
日
を
思
わ
せ
る
が
、
そ

ん
な
所
に
江
戸
前
の
鮨
屋
が
あ
っ
て
、
暖
簾

を
く
ぐ
れ
ば
磯
の
香
が
す
る
と
い
う
の
は
心

憎
い
表
現
だ
。
な
ま
ぐ
さ
い
と
言
っ
た
ら
句

に
な
ら
な
い
。

86
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炎
天
の
青
田
は
む
し
ろ
暗
い
も
の

ひ
ろ
び
ろ
と
展
け
た
青
田
に
、
遮
ぎ
る
も

の
な
く
太
陽
が
照
り
つ
け
て
い
る
。
何
ん
の

翳
り
も
な
い
明
る
さ
と
い
う
も
の
は
、
む
し

ろ
暗
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

其
の
侭
云
っ
た
だ
け
の
句
で
あ
る
が
、
生
き

物
が
炎
暑
の
中
に
じ
っ
と
息
を
ひ
そ
め
て
堪

え
て
い
る
よ
う
な
、
寂
け
さ
ま
で
が
出
て
い

る
。
真
実
性
を
よ
く
把
ら
え
た
口
語
表
現
の

好
さ
を
思
わ
せ
る
。

87　　昭和 54年
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赤
と
ん
ぼ
人
の
匂
ひ
を
慕
ひ
く
る

赤
と
ん
ぼ
は
、
集
団
で
や
っ
て
く
る
。
空

の
色
も
日
の
色
も
秋
め
い
て
か
ら
だ
が
、
そ

れ
ほ
ど
秋
の
深
い
頃
で
は
な
い
。
人
里
離
れ

た
僻
地
よ
り
も
、
山
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
、

人
家
の
か
た
ま
っ
て
い
る
村
の
よ
う
な
所
に

多
く
現
れ
る
。
東
京
の
街
中
で
も
見
る
こ
と

が
あ
る
。

こ
れ
を
「
人
の
匂
ひ
を
慕
ひ
く
る
」
は
、

人
の
肩
に
止
り
、
た
や
す
く
人
の
指
に
つ
ま

ま
れ
る
よ
う
な
、
人
な
つ
こ
い
赤
と
ん
ぼ
の

性
を
よ
く
云
い
得
て
い
る
。

88
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冬
の
蚊
は
錆
び
つ
く
針
で
刺
し
に
く
る

歳
時
記
に
は
秋
の
蚊
は
あ
っ
て
も
冬
の
蚊

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
年
は
私

の
住
む
砧
で
も
、
十
二
月
に
な
っ
て
も
蚊
が

出
て
き
た
。
寝
て
い
る
耳
元
へ
不
意
に
ブ
ー

ン
と
さ
さ
や
き
、
頬
に
微
か
に
物
の
触
れ

る
感
じ
が
す
る
。
こ
う
い
う
と
き
は
チ
ク
リ

と
痛
い
筈
だ
が
、
そ
ん
な
感
じ
は
無
い
。
そ

れ
を
此
の
句
は
、「
錆
び
つ
く
針
」
と
云
う
。

う
る
さ
い
だ
け
の
冬
の
蚊
を
ユ
ー
モ
ラ
ス

に
、
し
か
も
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。

89　　昭和５５年



90

成
人
の
日
の
し
ん
ぶ
ん
を
眩
し
め
り

成
人
の
日
を
迎
え
た
本
人
の
感
じ
で
あ

る
。今
日
か
ら
社
会
人
と
な
り
、大
手
を
振
っ

て
歩
け
る
が
、
ま
た
責
任
の
よ
う
な
も
の
も

感
じ
る
。
昨
日
ま
で
何
ん
で
も
な
か
っ
た
新

聞
の
活
字
が
何
ん
と
眩
し
い
こ
と
か
。

確
か
に
善
良
な
国
民
と
し
て
の
自
覚
を

持
っ
た
清
々
し
い
若
者
で
あ
る
。

昭和５５年
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温
水
プ
ー
ル
女
の
重
き
身
を
浮
か
す

温
水
プ
ー
ル
は
冬
の
季
語
と
し
て
差
支
え

な
い
と
思
う
。
夏
の
海
辺
の
人
混
み
の
中
な

ら
、
女
性
が
ど
ん
な
裸
の
姿
体
を
さ
ら
け
出

そ
う
と
、
何
ん
の
こ
と
は
な
い
が
、
冬
の
暖

房
し
た
建
物
の
中
の
プ
ー
ル
で
女
性
の
若
い

肉
体
を
見
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
衝
動
が
あ

る
に
違
い
な
い
。「
女
の
重
き
身
を
浮
か
す
」

は
、
な
ま
な
ま
し
く
、
し
か
も
健
康
ら
し
い

肉
体
を
あ
ま
す
な
く
表
現
し
得
て
い
る
。

昭和５５年



92

入

学

も

十

九

の

背

広

姿

な

る

作
者
の
お
子
さ
ん
は
一
年
浪
人
し
た
だ
け

で
、大
学
の
医
学
部
に
入
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

成
程
、
十
九
で
背
広
姿
の
入
学
、
親
と
し
て

こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。
他
の
句
に
、

「
風
邪
の
首
太
葱
焼
い
て
巻
に
け
り
」
が
あ

る
。
こ
の
句
が
入
学
の
子
の
親
と
す
れ
ば
、

素
朴
に
強
く
生
き
る
親
の
尊
い
愛
情
が
し
み

じ
み
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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93

青
田
風
山
の
中
に
も
米
ど
こ
ろ

山
国
に
は
千
枚
田
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
、

狭
い
田
が
険
し
い
段
に
な
っ
て
押
し
合
っ
て

い
る
所
が
あ
る
。
そ
ん
な
田
で
も
米
ど
こ
ろ

と
云
わ
れ
る
ほ
ど
良
質
の
米
が
多
く
穫
れ
る

と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
快
い
青
田
風
に
吹
か

れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
知
っ
た
作
者
は
心
の
や

す
ら
ぎ
を
覚
え
た
。
農
家
に
育
っ
た
金
井
さ

ん
は
米
ど
こ
ろ
の
言
葉
が
う
れ
し
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

93　　昭和 55年



94

沸
し
温
泉
は
働
く
汗
の
匂
ひ
し
て

「
温
泉
」
は
「
ゆ
」
と
読
ま
せ
る
。
冷
た

い
鉱
泉
を
沸
か
す
の
で
あ
る
が
、
病
気
を
治

す
霊
泉
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る
所
が
多

い
。こ

の
よ
う
な
湯
に
は
、
観
光
客
よ
り
も
農

家
の
人
達
が
農
休
み
に
集
ま
っ
て
来
て
、
自

炊
の
湯
治
を
続
け
る
の
で
あ
る
。「
働
く
汗

の
匂
ひ
」
は
す
べ
て
を
よ
く
現
し
て
い
る
。

湯
の
匂
い
は
、
特
有
の
香
よ
り
も
勤
労
の
汗

の
匂
い
が
強
い
と
作
者
は
語
っ
て
い
る
。
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95

棟
上
げ
や
か
け
や
の
触
れ
し
鰯
雲

自
分
の
家
が
建
つ
と
い
う
こ
と
は
、
人
世

の
大
い
な
る
幸
福
で
あ
る
。
家
が
大
き
い
小

さ
い
に
か
か
わ
ら
ず
棟
上
げ
の
式
が
行
わ
れ

る
。
其
の
日
は
大
工
、
左
官
其
の
他
の
職
人

が
集
ま
っ
て
く
る
が
、
足
場
を
組
ん
で
大
工

の
作
っ
た
柱
を
土
台
の
上
に
建
て
る
の
は
鳶

職
で
あ
る
。
鳶
が
棟
の
上
に
立
っ
て
揮
う
か

け
や
が
鰯
雲
に
触
れ
る
と
い
う
表
現
は
爽
や

か
で
、
こ
れ
を
仰
ぎ
見
る
建
て
主
の
心
は
喜

び
で
い
っ
ぱ
い
だ
。

95　　昭和 55年
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霜
紅
居
田
霧
が
庭
に
な
だ
れ
込
む

「
霜
紅
居
」
が
作
者
の
新
居
の
雅
号
で
あ

る
こ
と
は
、
こ
の
句
と
並
ん
で
い
る
他
の
句

を
見
れ
ば
よ
く
分
る
。作
者
の
住
む
幸
手
は
、

栗
橋
と
共
に
、
昔
舟
運
の
盛
ん
で
あ
っ
た
頃

の
利
根
川
の
み
な
と
の
よ
う
な
宿
場
で
あ
っ

た
。
新
居
の
辺
り
は
、
ま
だ
広
い
田
圃
に
囲

ま
れ
て
い
る
か
ら
、
秋
冬
に
は
突
然
濃
い
霧

が
立
ち
こ
め
る
。
朝
か
ら
よ
く
晴
れ
た
日
に

起
る
現
象
だ
か
ら
落う
め
も
ど
き

霜
紅
の
美
し
い
庭
の
風

情
が
誰
に
も
想
像
で
き
る
。
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97

大
枯
野
空
の
青
さ
を
吸
ひ
き
っ
て

下
五
の
「
吸
ひ
き
っ
て
」
は
、は
じ
め
「
吸

ひ
き
れ
ず
」
で
あ
っ
た
の
を
私
が
直
し
て

採
っ
た
。「
吸
ひ
き
れ
ず
」
の
方
が
調
子
が

い
い
の
だ
が
、
敢
え
て
反
対
の
意
味
に
直
し

て
採
っ
た
の
は
、
吸
い
き
れ
な
く
て
も
、
吸

い
き
っ
て
も
真
青
に
晴
れ
た
空
は
変
わ
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
空
の
青
さ
を
吸
い
き
っ
て

明
る
く
静
ま
り
返
っ
て
い
る
と
言
う
方
が
大

枯
野
の
真
実
感
が
出
る
よ
う
に
私
は
思
う
。

97　　昭和 56年



98

京
壁
の
う
し
ろ
で
鳴
け
り
雨
蛙

時
雨
ど
き
の
青
々
と
茂
り
合
っ
た
草
木

も
、
よ
く
手
入
れ
の
行
届
い
た
庭
園
と
其
処

に
あ
る
数
寄
屋
風
の
構
え
が
想
像
出
来
る
。

京
壁
の
色
は
く
す
ん
だ
茶
色
で
あ
る
。
其
の

壁
の
う
し
ろ
で
雨
蛙
が
鳴
き
出
し
た
。
作
者

は
家
の
中
に
い
る
の
だ
が
、
茂
み
の
中
に
い

る
雨
蛙
の
声
は
甲
高
く
聞
え
る
の
で
あ
る
。
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99

百
日
紅
炎
暑
の
空
の
つ
め
た
さ
に

さ
る
す
べ
り
は
、
ま
っ
た
く
夏
中
百
日
も

咲
き
続
け
る
。
紅
い
花
の
隙
間
か
ら
覗
く
、

雲
一
つ
な
い
炎
暑
の
空
は
秋
晴
の
青
空
よ
り

も
濃
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
澄
み
切
っ
た
青

さ
を
「
つ
め
た
さ
」
と
言
っ
た
の
は
、
ま
こ

と
に
的
確
な
表
現
で
あ
る
。
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100

秋
深
し
溜
め
て
は
流
す
人
と
車

私
も
環
状
八
号
線
道
路
の
ほ
と
り
に
住
ん

で
い
る
か
ら
こ
の
句
の
よ
う
な
光
景
を
い
つ

も
見
て
い
る
。
交
差
点
は
、
赤
青
黄
と
変
る

信
号
灯
に
依
っ
て
、
人
や
車
を
「
溜
め
て
は

流
す
」
の
繰
返
し
で
あ
る
。
そ
の
繰
返
し
の

中
に
秋
は
深
ま
り
、
人
間
生
活
と
自
然
の
変

化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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101

朝
夕
の
暗
さ
に
馴
れ
し
と
ろ
ろ
汁

秋
も
深
ま
る
と
朝
は
早
い
と
暗
い
し
、
夕

方
も
直
ぐ
暗
く
な
る
。
そ
の
朝
夕
の
暗
さ
に

馴
れ
て
、
食
事
の
仕
度
を
す
る
主
婦
が
感
じ

ら
れ
、
実
直
で
勤
勉
な
こ
の
家
の
生
活
が
よ

く
分
る
。
う
す
闇
に
と
ろ
ろ
を
摺
る
音
が
聞

こ
え
て
く
る
季
節
感
も
し
み
じ
み
と
出
て
い

る
。

101　　昭和 57年
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た
ま
か
な
る
女
の
く
ら
し
花
八
つ
手

「
た
ま
か
」
と
い
う
言
葉
は
ず
い
分
久
し

く
聞
か
な
い
が
、
地
味
と
か
つ
つ
ま
し
や
か

と
か
、
ま
じ
め
で
む
だ
使
い
し
な
い
意
味
の

こ
と
で
あ
る
。
私
の
父
や
母
か
ら
前
の
人
が

よ
く
使
っ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
八
つ
手
の

花
の
咲
く
頃
は
い
く
分
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る

頃
で
、
真
白
で
は
な
く
、
ク
リ
ー
ム
色
の
清

ら
か
な
花
の
姿
は
、
た
ま
か
な
女
性
を
髣
髴

さ
せ
る
。
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103

三
ヶ
日
の
親
子
蕎
麦
さ
へ
う
し
ほ
汁

こ
の
句
一
つ
だ
け
離
し
た
ら
何
ん
の
こ
と

か
分
ら
な
い
。
私
は
元
日
の
能
登
を
知
っ
て

い
る
。
曽
々
木
の
宿
で
雑
煮
を
頂
い
た
。
大

ぶ
り
な
朱
塗
椀
の
底
に
豊
か
な
丸
餅
が
沈

み
、
風
雪
の
中
で
摘
ん
だ
ば
か
り
の
岩
海
苔

が
黒
々
と
入
っ
た
そ
の
汁
は
澄
ん
だ
う
し
ほ

仕
立
て
で
あ
る
。

こ
の
雑
煮
を
喰
べ
た
私
に
は
、
能
登
の

三
ヶ
日
の
旅
に
親
子
が
喰
べ
た
蕎
麦
が
う
し
3

3

ほ
汁
3

3

で
あ
っ
た
と
い
う
感
動
は
ま
こ
と
に
よ

く
分
か
る
の
で
あ
る
。

103　　昭和 57年



104

門
燈
の
暗
き
を
春
の
灯
と
お
も
ふ

こ
の
句
を
見
た
ら
「
春
燈
の
い
ま
暗
し
と

は
思
わ
ず
や
」
と
い
う
大
正
か
昭
和
の
は
じ

め
頃
の
句
を
思
い
出
し
た
。
有
名
な
人
の
句

だ
と
思
う
が
名
は
思
い
出
せ
な
い
。
充
さ
ん

が
こ
の
句
を
知
っ
て
い
た
ら
光
陰
集
に
投
句

す
る
筈
は
な
い
と
思
う
。
俳
句
は
大
抵
二
番

煎
じ
だ
。
或
は
何
番
煎
じ
か
分
か
ら
な
い
の

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
加
藤
郁
平
氏
が
何
か

に
書
か
れ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
充
さ

ん
の
こ
の
句
も
存
在
価
値
が
あ
る
と
思
う
。
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105

郭
公
や
野
は
な
か
な
か
に
昏
れ
き
ら
ず 

郭
公
は
同
じ
ほ
と
と
ぎ
す
科
で
、
ほ
と
と

ぎ
す
と
同
じ
頃
に
渡
っ
て
来
て
同
じ
よ
う

な
場
所
に
棲
ん
で
い
る
ら
し
い
が
、
郭
公
の

方
が
ほ
と
と
ぎ
す
よ
り
も
低
地
の
人
家
の
あ

る
よ
う
な
所
で
も
よ
く
鳴
く
そ
う
で
あ
る
。

六
、七
月
の
最
も
日
の
長
い
頃
で
、
郭
公
の

鳴
く
野
は
い
つ
ま
で
も
明
る
く
、
や
っ
と
暮

れ
か
け
て
も
、
な
か
な
か
暗
く
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
育
っ
た
人
の

耳
の
底
に
は
い
つ
ま
で
も
郭
公
の
声
が
残
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

105　　昭和 57年



106

検
眼
の
椅
子
に
籾
粒
こ
ぼ
れ
を
り

最
も
単
純
素
朴
な
俳
句
の
表
現
の
型
で
あ

る
。
有
り
の
ま
ま
見
た
ま
ま
の
句
で
あ
る
。

こ
の
「
検
眼
の
椅
子
」
は
眼
科
医
の
も
の
で

は
な
く
、
客
の
注
文
で
眼
鏡
を
こ
し
ら
え
る

と
き
、
検
眼
の
器
機
の
真
正
面
に
据
え
て
客

を
乗
せ
る
椅
子
の
こ
と
で
あ
る
。

籾
粒
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
、
稲

の
収
穫
に
働
く
農
家
の
人
達
と
周
囲
の
風
景

ま
で
も
連
想
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

106



107

蟻
の
荷
を
仔
細
に
見
れ
ば
稲
の
花

誰
で
も
子
ど
も
の
頃
か
ら
蟻
が
人
間
の
喰

べ
残
し
な
ど
を
巣
へ
運
ぶ
の
を
見
て
い
る

が
、
こ
の
句
の
よ
う
に
や
が
て
米
に
な
る
稲

の
花
で
あ
っ
て
も
珍
し
い
こ
と
だ
。

草
や
木
の
細
か
な
花
び
ら
を
蟻
が
餌
と
し

て
運
ぶ
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
稲
の
花
を

運
ぶ
と
す
れ
ば
や
は
り
驚
き
を
感
じ
る
で
あ

ろ
う
。
蟻
の
餌
も
少
な
く
な
っ
た
今
の
世
へ

の
わ
び
し
さ
も
出
て
い
る
。

107　　昭和 58年
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寒
波
が
洗
ふ
幟
は
合
羽
大
明
神

作
者
は
お
酉
さ
ま
へ
お
詣
り
す
る
つ
い
で

に
、
河
童
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
お
寺

を
訪
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
の
冬
の
寒
波
が
到

来
し
た
日
、
風
に
は
た
め
く
織
に
は
、
河
童

で
は
な
く
「
合
羽
大
明
神
」
と
書
か
れ
て
い

た
。
私
も
そ
の
謂
わ
れ
を
前
に
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
が
忘
れ
た
。
作
者
に
は
河
童
と
い
う

怪
物
が
い
つ
も
裸
で
あ
る
こ
と
が
憐
れ
に
思

え
た
。
ま
こ
と
し
や
か
な
「
か
っ
ぱ
寺
河
童

の
墓
に
冬
の
水
」
の
句
と
二
つ
並
ぶ
と
よ
く

分
か
る
。
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109

雛
あ
ら
れ
雛
飾
ら
ね
ば
仏
壇
へ

普
通
、
雛
あ
ら
れ
は
お
雛
さ
ま
に
上
げ
る

も
の
だ
が
、こ
の
家
は
雛
を
飾
っ
て
い
な
い
。

他
に
供
え
る
処
も
な
い
の
で
差
し
あ
た
り
、

仏
壇
へ
供
え
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
作
者
に
と
っ
て
、
仏

壇
と
い
う
も
の
は
一
家
の
中
心
に
な
っ
て
い

る
。
供
え
物
と
な
れ
ば
ま
ず
、
仏
壇
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
句
も
何
か
不
思

議
な
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
が
あ
る
。
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110

向
き
替
へ
て
ば
か
り
日
本
の
稲
刈
機

コ
ン
バ
イ
ン
の
よ
う
な
器
機
は
や
は
り
ロ

シ
ア
の
よ
う
な
広
大
な
農
地
で
働
く
も
の

だ
。
狭
い
日
本
の
田
圃
の
稲
刈
で
は
確
か
に

鼻
に
つ
か
え
て
向
き
を
替
え
て
ば
か
り
い
る

こ
と
に
な
る
。

昭和 58年　　110



111

仏
壇
の
灰
を
均
ら
し
て
寒
に
堪
ふ

私
の
こ
と
を
云
う
と
、
若
い
時
は
仏
壇
な

ど
に
掌
を
合
わ
せ
る
の
は
て
れ
く
さ
か
っ

た
が
、
家
内
に
死
な
れ
て
か
ら
毎
朝
拝
む

よ
う
に
な
っ
た
。
真
冬
に
な
る
と
線
香
を
立

て
る
灰
が
凍
る
よ
う
に
固
ま
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
よ
け
い
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
句
の

仏
壇
も
私
の
家
と
同
じ
よ
う
に
煤
け
て
小
さ

く
、
一
層
「
寒
に
堪
ふ
」
の
感
じ
が
す
る
の

で
あ
ろ
う
。

111　　昭和 59年
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日
の
沈
む
真
際
に
来
た
り
初
稲
荷

お
稲
荷
さ
ま
の
お
祭
り
と
云
え
ば
二
月
の

午
祭
、
初
午
で
あ
る
。
こ
の
句
の
場
合
は
正

月
の
は
じ
め
に
お
詣
り
す
る
初
観
音
、
初
不

動
、
初
天
神
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

何
か
念
願
が
あ
っ
て
毎
年
の
は
じ
め
に
お

詣
り
す
る
お
稲
荷
さ
ま
だ
が
、
今
年
は
夕
日

が
沈
む
真
際
に
来
た
と
い
う
こ
と
で
俳
句
に

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
想
像
す
る
と
小
さ
な

社
の
う
し
ろ
は
枯
野
の
景
色
で
、
赤
い
夕
日

の
沈
ん
で
ゆ
く
の
が
見
ら
れ
、
何
か
神
秘
的

な
感
動
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
別
に
深
い

意
味
は
な
く
、
素
朴
な
感
動
だ
け
で
生
ま
れ

た
句
で
あ
る
。

112
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げ
ん
げ
田
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
畦
の
中

天
然
の
立
派
な
肥
料
に
な
る
紫げ

雲ん

英げ

を
咲

か
せ
て
い
る
田
圃
は
美
し
い
風
景
だ
。
と
こ

ろ
が
そ
の
げ
ん
げ
田
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
畦

は
わ
び
し
い
。
田
圃
の
畦
塗
と
い
う
も
の
は

鍬
先
の
働
き
が
よ
ほ
ど
の
経
験
と
修
練
の
業

が
な
け
れ
ば
出
来
な
い
ら
し
い
。
近
頃
は
面

倒
な
畦
塗
は
や
ら
ず
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

畦
に
変
え
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
折
角
の

紅
雲
棚
引
く
風
景
も
台
無
し
で
あ
る
。

113　　昭和 59年
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派
手
に
し
て
沈
む
色
な
り
花
蘇
枋

四
月
を
終
わ
っ
た
頃
、
花
蘇
枋
を
見
る
と

い
か
に
も
行
く
春
の
花
と
い
う
感
じ
が
す

る
。
赤
と
も
紫
と
も
云
え
な
い
そ
の
色
は
派

手
な
の
か
地
味
な
の
か
。

暗
い
感
じ
で
は
な
い
が
、
明
る
い
華
や
か

さ
で
も
な
く
、
仄
か
な
感
傷
に
胸
を
緊
め
ら

れ
る
よ
う
な
そ
ん
な
思
ひ
が「
沈
む
色
な
り
」

と
作
者
に
言
わ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
も

俳
句
を
作
り
は
じ
め
た
頃
こ
の
花
の
美
し
さ

に
惹
か
れ
む
し
ろ
憂
愁
を
感
じ
た
も
の
で
あ

る
。

114
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日

本

に

も

水

の

缶

詰

秋

の

風

き
び
し
い
残
暑
が
去
っ
て
、
秋
風
に
吹
か

れ
る
と
も
ろ
も
ろ
の
思
い
が
胸
中
に
往
来
す

る
。
風
と
共
に
感
じ
る
の
は
水
だ
。
世
界
一

う
ま
か
っ
た
日
本
の
水
が
、
外
国
の
よ
う
に

缶
詰
で
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の

発
展
と
共
に
い
つ
の
間
に
か
生
ま
で
飲
め
な

い
水
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

115　　昭和
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六
〇
年
代
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新
車
と
は
獣
の
匂
ひ
薄
暑
か
な

車
も
自
動
車
も
俳
句
に
は
野
暮
臭
い
言
葉

だ
が
、
新
車
と
言
え
ば
悪
く
な
い
。
自
由
に

運
転
の
出
来
る
者
に
と
っ
て
、
欲
し
い
と
思

う
新
車
が
自
分
の
物
に
な
っ
た
と
き
の
悦
び

は
ど
ん
な
か
。
作
者
が
獣
の
匂
い
と
言
っ
た

そ
の
獣
は
何
か
。
若
者
の
よ
う
な
作
者
の
感

覚
を
た
だ
羨
し
く
思
う
。
機
械
に
は
全
然
無

知
な
私
で
も
こ
の
句
の
面
白
さ
の
分
か
る
の

は
「
薄
暑
」
と
い
ふ
季
題
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

119　　昭和 60年
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巴
奈
馬
買
ふ
異
国
娘
の
か
た
こ
と
に

昔
パ
ナ
マ
の
夏
帽
子
は
最
高
だ
っ
た
。
私

も
欲
し
か
っ
た
が
高
く
て
買
え
な
か
っ
た
。

今
も
高
価
と
思
う
が
、
作
者
は
万
博
へ
出
か

け
て
、
遠
い
パ
ナ
マ
か
ら
出
張
し
て
来
た
異

国
娘
の
、
覚
え
た
て
の
か
た
こ
と
の
日
本
語

に
勧
め
ら
れ
て
買
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。「
梅
雨
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
う
た
う
〈
雨
降

り
お
月
さ
ん
〉」
も
愉
し
い
句
で
あ
る
。

120
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ゴ
ン
ド
ラ
を
恐
が
る
妻
と
雲
の
峰

私
の
こ
と
を
告
白
す
る
と
、
私
は
遊
園
地

の
動
く
乗
り
物
に
は
、
生
ま
れ
て
一
度
も

乗
っ
た
こ
と
が
な
い
。

こ
の
句
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
ゴ
ン
ド
ラ
か

も
知
れ
な
い
が
、
奥
さ
ん
が
ゴ
ン
ド
ラ
を
恐

が
る
の
は
よ
く
分
か
る
。
一
緒
に
乗
っ
て
い

る
充
さ
ん
は
好
い
気
分
で
、
白
銀
に
か
が
や

く
雲
の
峰
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
更

に
、
こ
の
一
行
の
定
型
詩
に
季
語
の
約
束
の

あ
る
こ
と
の
有
難
さ
を
感
じ
る
。

121　　昭和 60年
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長
梅
雨
や
牛
の
乳
さ
へ
う
す
く
な
り
ぬ

盆
が
過
ぎ
て
も
ま
だ
愚
図
つ
い
た
天
気
が

続
く
と
、
ず
い
分
長
い
梅
雨
だ
と
思
う
。
そ

の
せ
い
か
、
パ
ン
食
に
飲
む
牛
乳
さ
え
薄
く

な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
無
論
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
が
、「
牛
の
乳
」
と
い
う
古
め
か

し
い
言
葉
も
愚
痴
っ
ぽ
く
な
っ
た
自
分
を
描

き
出
し
て
い
る
。

昭和 61年　　122
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寒
肥
や
人
の
匂
ひ
を
つ
の
ら
せ
て

今
で
も
寒
肥
に
人
糞
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
昔
は
畑
道
を
歩
く
と
何
処

で
も
見
ら
れ
、
野
壷
に
貯
え
ら
れ
て
い
た
。

強
烈
な
臭
気
だ
が
、
ま
さ
に
人
間
と
い
う
動

物
だ
け
の
も
の
だ
。「
人
の
匂
ひ
を
つ
の
ら

せ
て
」
と
い
う
、
水
に
薄
め
た
よ
う
な
や
さ

し
い
言
葉
遣
い
で
、
寒
肥
の
臭
気
を
詠
ん
だ

句
で
あ
る
。

123　　昭和 62年
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め
が
ね
に
も
金
属
疲
労
寒
の
明
け

眼
鏡
店
を
経
営
し
て
い
る
作
者
の
言
葉
と

し
て
、「
め
が
ね
に
も
金
属
疲
労
」
は
成
程

と
思
う
。ど
ん
な
に
大
切
に
扱
っ
て
い
て
も
、

い
つ
の
間
に
か
レ
ン
ズ
の
他
は
金
属
だ
か
ら

ど
こ
か
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ

れ
だ
け
の
こ
と
で
は
詩
に
な
ら
な
い
が
、「
寒

の
明
け
」
と
い
う
季
語
の
働
き
で
俳
句
に
な

る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。

生
き
て
い
る
人
間
に
疲
労
は
当
た
り
前
で

あ
る
。
寒
中
の
寒
さ
に
堪
え
る
疲
労
は
恐
ろ

し
い
。「
大
寒
や
見
舞
い
に
ゆ
け
ば
死
ん
で

を
り
」
と
い
う
虚
子
の
句
が
あ
る
。
充
さ
ん

の
句
は
、
そ
の
寒
も
明
け
て
い
よ
い
よ
春
が

や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

昭和 62年　　124
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し
ち
り
ん
を
見
せ
梅
林
の
か
る
め
焼

い
き
な
り
上
五
に
「
し
ち
り
ん
を
見
せ
」

と
置
い
た
の
が
巧
い
。
梅
林
の
茶
店
で
昔
な

が
ら
の
か
る
め
焼
を
や
っ
て
い
る
。
か
る
め

焼
は
大
抵
立
っ
て
や
る
も
の
だ
か
ら
、
柄
の

つ
い
た
小
さ
な
鍋
を
乗
せ
た
七
輪
は
、
よ
く

見
え
る
高
さ
に
置
か
れ
て
い
る
。
梅
ま
つ
り

な
ど
と
い
う
と
、
直
ぐ
焼
い
か
の
匂
い
を
ぷ

ん
ぷ
ん
さ
せ
る
の
だ
が
、
炭
火
を
使
う
か
る

め
焼
に
は
贅
沢
な
古
風
さ
と
、
詩
情
が
感
じ

れ
ら
る
。

125　　昭和 63年
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帰
り
咲
く
水
芭
蕉
あ
り
小
六
月

前
書
の
湿
生
花
園
は
箱
根
仙
石
原
に
あ

り
、
湿
地
帯
に
生
え
る
植
物
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
水
芭
蕉
の
咲
く
頃
は
、

東
北
の
八
幡
平
で
は
六
・
七
月
、
尾
瀬
辺
り

も
同
じ
頃
と
思
う
。

作
者
が
箱
根
で
水
芭
蕉
を
見
た
の
は
、
初

冬
の
小
春
日
和
と
い
う
の
だ
か
ら
ま
さ
に
帰

126

小
春
日
や
「
と
っ
て
い
い
の
は
写
真
だ
け
」

箱
根
湿
生
花
園　

二
句
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127　　昭和 64年

り
花
で
あ
る
。「
小
六
月
」
で
お
天
気
に
恵

ま
れ
た
う
れ
し
さ
が
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、

後
は
何
も
云
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
。

次
の
句
、「
と
っ
て
い
い
の
は
写
真
だ
け
」も
、

何
も
言
わ
な
く
て
も
分
か
る
。
立
札
の
し
ゃ

れ
た
文
句
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
借
り
て
自

分
の
俳
句
に
し
た
作
者
も
し
ゃ
れ
た
人
で
あ

る
。
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生
き
の
こ
る
歯
に
食
い
あ
て
し
柿
の
種

固
い
柿
の
種
を
噛
ん
だ
と
き
の
痛
み
を
詠

ん
だ
句
だ
が
、「
生
き
の
こ
る
歯
」
と
い
う

こ
と
に
重
点
を
置
い
た
句
で
あ
る
。
歯
科
医

も
、
病
気
の
歯
な
ど
は
早
く
抜
い
て
立
派
な

義
歯
を
入
れ
た
方
が
い
い
と
勧
め
た
時
代
が

あ
っ
た
。
今
は
生
き
て
い
る
歯
は
な
る
べ
く

残
す
よ
う
に
治
療
し
て
い
る
と
い
う
。
眼
鏡

店
を
営
む
作
者
は
、
眼
と
同
じ
に
歯
の
大
切

な
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
う
。

128



129

囀
り
の
環
が
ゆ
っ
く
り
と
動
き
を
り

小
鳥
の
囀
り
は
雌
を
呼
ぶ
雄
の
恋
唄
だ
か

ら
人
間
が
聴
い
て
も
美
し
い
。
こ
の
句
は
、

は
じ
め
何
羽
か
集
ま
っ
た
鳥
の
声
の
よ
う
に

思
っ
た
が
、
や
は
り
空
を
鳴
き
移
る
雲
雀
の

声
と
思
い
直
し
た
。「
囀
り
の
輪
」
は
そ
の

感
じ
を
よ
く
把
ら
え
て
い
る
と
思
っ
た
。

129　　平成元年
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所
収
俳
句
季
語
索
引　
（
五
十
音
順
）



132

　

あ
青
田  　

 

86
・
87

青
田
風  　

 
44
・
93

あ
か
と
ん
ぼ 
　

  
88

秋
の
風  　

 
115

秋
深
し  　

 

100

足
長
蜂　

   

31

汗  　

 

94

雨
蛙   

　

98

青
き
踏
む　

  
 

19

青
田  　

 

29
・
44

稲
刈  　

 

110

芋
の
葉  　

 

63

鰯
雲  　

 

95

梅  　

 

15
・
125

襟
巻  　

 

8

炎
天  　

 

87

朧
夜 　

  

17

　

か
帰
り
花　

  
 

126

柿  　
 

31
・
128

片
陰   

　

12

郭
公  　

 

105

雷  　

 

21

か
や
つ
り
ぐ
さ　

   
79

刈
麦  　

 
35

枯
野  　

 

97

寒  　

 

50
・
111

寒
明
け  　

 

124

寒
肥  　

 

123

寒
蜆  　

 

38

寒
波  　

 

108

寒
風  　

 

67

木
の
根　

   

18

霧  　

 

96

蜘
蛛  　

 

22

雲
の
峰 　

  

121

げ
ん
げ
田　

   

113

鯉
幟  　

 

74

コ
ス
モ
ス  　

 

65

子
供
の
日  　

 

62

小
春
日  　

 

126

小
六
月　

   

126

　

さ
囀  　

 

129

百
日
紅  　

 

99

三
ヶ
日  　

 

49
・
103

し
ぐ
れ  　

 

23

獅
子
舞   

　

67

秋
耕  　

 

79

成
人
の
日　

   

90

瀬
音  　

 

17

節
分 

　

  

27

蟬　

   

46

　

た
田
植  　

 

61
・
76
・
85

筍  　

 

75

種
蒔
き  　

 

51

た
ま
ね
ぎ　

   

46

暖
房
車　

   

16

128



133



134

　

こ
の
句
集
は
編
む
べ
き
か
否
か
長
い
間
迷
っ
た
。
ひ
と
り
胸
の
内
に
お
さ

め
て
お
け
ば
よ
い
作
品
な
の
で
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
私
は
生
活
の
基
礎
づ

く
り
に
大
変
な
時
期
が
あ
り
、
作
句
が
疎
か
に
な
る
こ
と
が
夛
か
っ
た
。
或

る
と
き
先
生
に
お
話
す
る
と
「
そ
れ
で
い
い
、
私
も
そ
れ
が
本
当
の
生
き
方

だ
と
思
う
」
と
申
さ
れ
た
。
然
し
、
人
生
の
大
半
を
俳
句
を
通
し
て
瀧
先
生

の
恩
情
に
支
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
り
、先
生
か
ら
戴
い
た
「
山
房
一
言
」

の
批
評
鑑
賞
文
だ
け
は
な
お
ざ
り
に
出
来
な
か
っ
た
。

あ
と
が
き
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先
生
は
文
筆
に
も
優
れ
て
お
り
、
集
中
例
え
ば
「
逃
げ
水
」
の
句
評
「
赤

城
山
を
降
っ
て
、裾
野
を
突
っ
走
る
。
…
…
…
云
々
」
の
名
文
な
ど
『
俳
句
』

七
月
号
（
昭
・
五
二
）
に
「
編
集
部
抄
出
」
と
し
て
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。
私

の
句
は
当
然
な
が
ら
日
常
生
活
も
詠
っ
て
居
る
の
で
、
家
族
や
肉
親
の
た
め

に
も
こ
れ
だ
け
は
残
し
て
置
き
た
い
と
考
え
た
次
第
。
正
確
に
は
『
暖
流
』

昭
和
二
十
八
年
六
月
号
よ
り
平
成
元
年
六
月
号
の
三
十
六
年
間
、
合
計
百
句

で
あ
る
。ま
た
、そ
の
間
に
二
年
連
続
で
い
た
だ
い
た「
暖
流
賞
推
薦
の
言
葉
」

も
貴
重
な
文
章
な
の
で
、
受
賞
作
品
と
共
に
年
代
順
に
記
す
こ
と
に
し
た
。

　

昨
年
は
瀧
春
一
先
生
の
生
誕
百
年
に
当
り
、
私
の
俳
歴
は
五
十
年
を
む
か

え
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
と
、
先
生
を
は
じ
め
『
暖
流
』
の
皆
様
に
長
い

間
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
を
記
す
に
と
ど
め
、
そ
の
他
の

前
後
関
係
や
略
歴
等
は
す
べ
て
後
日
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。

　

句
集
の
名
は
百
句
に
因
ん
で
『
百さ
る
す
べ
り

日
紅
』
と
し
た
。

　

な
お
、
吾
が
家
新
築
の
折
、
庭
木
は
総
て
兄
か
ら
貰
っ
て
比
企
丘
陵
の



136

生
家
か
ら
運
ん
だ
が
、
そ
の
な
か
に
一
本
の
百
日
紅
が
あ
り
、
盛
夏
か
ら
初

秋
に
か
け
て
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
。
木
肌
の
つ
る
り
と
し
た
姿
か
ら
別
称

「
猿さ
る

滑す
べ
り」
と
も
書
か
れ
、
猿
は
私
の
干
支
で
も
あ
る
。

　

刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
佐
藤
喜
孝
さ
ん
に
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
り
、
あ
ら

た
め
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

  
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
六
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

              　
　
　
　
　
　
　

金
井　

充  

霜
紅
居
に
て
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二
〇
〇
二
年
七
月
一
日　

発
行

俳
句
・
評
文
集　

百さ
る
す
べ
り

日
紅

著
者
・
金
井　

充

瀧　

春
一

発
行
者
・
佐
藤
喜
孝

発
行
所
・
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
制
作
室

〠
164-

0011　

東
京
都
中
野
区
中
央
２
の
50
の
3

☎
03
（
３
３
７
１
）
４
６
２
３

製
本
・
花
岡
製
本
所

著
者
住
所
・
〠
340-

0115　

埼
玉
県
幸
手
市
中
３
の
１
の
７

 
 

 
 

 

（
カ
ナ
イ
メ
ガ
ネ
）

☎
0480
（
４
２
）
１
０
２
２

〠
340-

0114　

埼
玉
県
幸
手
市
東
４
の
20
の
13

（
霜
紅
居
）

☎
0480
（
４
２
）
３
３
９
２


