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く
ら
が
り
に
歳
月
を
負
ふ
冬
帽
子 

 
 

 
 

（
昭
和
三
三
年
） 

   

こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
書
き
、
私
も
い
く
つ
か
書
い
て
き

た
の
で
、
細
か
な
こ
と
は
略
。
大
き
く
分
け
る
と
こ
の
句
の
解
釈
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。 

 

一
つ
は
、
く
ら
が
り
に
い
か
に
も
歳
月
を
背
負
っ
た
よ
う
に
冬
帽
子
が
掛
か
っ
て
い
る
、

あ
る
い
は
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
く
ら
が
り
の
中
に
冬
帽
子
を

か
ぶ
っ
た
作
者
が
い
て
重
い
歳
月
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
。 

 

一
つ
目
の
解
釈
は
、「
冬
帽
子
」
を
文
字
通
り
モ
ノ
そ
の
も
の
と
す
る
解
釈
だ
。
こ
の
と

き
「
冬
帽
子
が
歳
月
を
負
ふ
」
と
い
う
擬
人
化
が
大
げ
さ
で
私
に
は
し
っ
く
り
し
な
い
。

な
ん
だ
か
酒
や
味
噌
の
宣
伝
の
よ
う
で
は
な
い
か
。
八
束
の
語
感
で
は
、
こ
の
表
現
は
詩

的
真
実
か
ら
は
離
れ
て
「
浮
い
て
」
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
は
ず
だ
。 

 

二
つ
目
の
解
釈
は
、「
冬
帽
子
」
を
「
冬
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
人
」
と
提
喩
的
に
解
釈
す
る

も
の
。（
「
赤
頭
巾
」「
赤
シ
ャ
ツ
」
な
ど
は
提
喩
。「
青
ひ
げ
」「
あ
し
な
が
」
な
ど
は
換
喩
。
）

別
段
新
し
い
修
辞
法
で
は
な
く
、
詩
に
接
し
て
い
れ
ば
普
通
に
お
目
に
か
か
る
表
現
方
法

だ
。〈
失
ひ
し
も
の
を
さ
が
し
に
冬
帽
子 

有
馬
朗
人
〉
の
「
冬
帽
子
」
も
や
は
り
提
喩
に

よ
る
も
の
。
こ
れ
な
ら
ば
「
歳
月
を
負
ふ
」
の
修
辞
も
自
然
。 

 

た
だ
し
、
解
釈
が
こ
の
よ
う
に
割
れ
よ
う
が
、
実
際
に
は
俳
句
の
中
で
「
冬
帽
子
」
に

作
者
の
意
識
が
集
中
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
感
興
に
お
い
て
は
大
き
な
相
違
に
は
至
ら

な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
句
の
本
質
は
、「
冬
帽
子
」
を
通
じ
て
、
自
分
の
内
心
風
景
を

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
曝
し
だ
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
八
束
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
画
風

の
よ
う
に
、
冬
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
自
分
に
斜
め
前
方
か
ら
う
っ
す
ら
と
光
が
当
て
ら
れ
て

い
る
さ
ま
を
思
い
描
い
た
よ
う
だ
。 

 

い
み
じ
く
も
、
先
日
、
松
澤
昭
氏
が
「
こ
の
く
ら
が
り
に
は
戦
時
の
く
ら
さ
も
含
ま
れ

て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
句
の
内
容
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

た
。
八
束
は
、
時
代
的
な
暗
さ
と
個
人
的
な
暗
さ
を
背
負
っ
て
前
向
き
に
生
き
て
い
る
自

分
を
、
く
た
び
れ
た
「
冬
帽
子
」
に
仮
託
し
た
の
だ
。
季
語
の
「
冬
帽
子
」
に
、
八
束
は

さ
ら
に
自
分
の
心
象
と
し
て
の
「
冬
帽
子
」
を
重
ね
た
の
だ
。 

 

自
ら
主
張
し
た
「
内
観
造
型
」
の
方
法
論
の
上
に
発
表
さ
れ
た
句
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

こ
の
句
の
存
在
意
義
が
あ
る
。
あ
と
少
し
力
を
抜
い
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
相
手
が
歳
月

や
冬
帽
子
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
く
ら
い
の
重
厚
さ
が
あ
っ
て
も
仕
方
な
い
だ
ろ
う
。
軽
々
し

く
日
常
的
些
事
を
詠
み
流
し
て
「
軽
み
」
が
よ
い
な
ど
と
嘯
い
て
い
る
俳
人
と
は
、
八
束

は
始
め
か
ら
ほ
ど
遠
い
位
置
に
あ
っ
た
。 
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落
椿
く
だ
く
音
し
て
仔
馬
来
ぬ 

 
 

 
 

 

（
昭
和
三
三
年
） 

  

落
椿
と
い
う
と
命
終
と
重
ね
て
張
り
詰
め
た
美
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
の
句
は

健
康
だ
。
落
椿
は
容
赦
な
く
踏
み
砕
か
れ
る
た
め
に
あ
る
。
仔
馬
が
半
ば
楽
し
そ
う
に
落

椿
を
踏
み
な
が
ら
、
や
っ
て
来
る
の
だ
。
ほ
ん
と
う
に
落
椿
を
く
だ
く
音
が
す
る
か
ど
う

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
八
束
は
す
で
に
仔
馬
に
な
り
き
っ
て
、
落
椿
を
踏
む
感
触
と
そ
の

音
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。『
雪
稜
線
』
の
抒
情
的
な
部
分
を
引
き
継
ぐ
句
と
し
て
、
こ
ん

な
す
こ
や
か
な
生
命
讃
歌
が
残
っ
て
い
る
。 

 

一
人
づ
つ
人
を
裹つ

つ

め
り
海
霧
の
街 

 
 

 
 

（
昭
和
三
三
年
） 

  

「
海
霧
」
は
「
じ
り
」
と
訓
む
。
こ
の
年
、
八
束
は
北
海
道
の
十
日
間
余
に
及
ぶ
一
人

旅
を
行
っ
て
い
る
。
句
集
の
作
品
順
に
沿
え
ば
、
網
走
か
ら
、
大
雪
山
石
北
峠
、
川
湯
、

摩
周
湖
、
阿
寒
湖
、
釧
路
、
小
樽
と
い
う
経
路
に
な
る
。『
石
原
八
束
百
句
』（
深
谷
雄
大
・

永
田
書
房
刊
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
前
に
、
函
館
、
札
幌
、
旭
川
を
経
て
い
る
ら
し
い
。 

 
 

玫
瑰(

は
ま
な
す)

や
波
に
影
ひ
く
放
牧
馬 

 
 

 

網
走 

 
 
 
 

崖
し
ら
む
層
雲
峡
の
夜
の
白
雨 

 
 

 
 

 
 

層
雲
峡 

 
 

風
倒
木
雹
こ
ゑ
あ
げ
て
峠
こ
ゆ 

 
 

 

大
雪
山
石
北
峠 

 
 

岳
燻
る
蝦
夷
い
そ
つ
つ
じ
咲
く
涯
に 

 
 

川
湯
硫
黄
山 

 
 

摩
周
湖
に
雹
う
つ
霧
の
を
ど
り
湧
く 

 
 

 
 

摩
周
湖 

こ
う
し
た
旅
で
は
、
自
然
写
生
の
句
が
お
の
ず
か
ら
多
く
な
る
。
そ
ん
な
中
で
、
旅
も

終
わ
り
の
頃
、
釧
路
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、
冒
頭
の
句
を
成
し
た
。
こ
の
句
を
見
る
と
、

や
は
り
人
の
い
る
風
景
は
あ
た
た
か
い
。
以
下
、
前
述
の
深
谷
雄
大
氏
の
鑑
賞
文
を
引
い

て
こ
の
思
い
を
伝
え
た
い
。 

 

「
「
一
人
ず
つ
人
を
裹
め
り
‥
‥
‥
」
と
い
う
人
恋
し
さ
の
風
姿
、
あ
た
た
か
い
呼
び
か

け
が
、
釧
路
と
い
う
街
の
霧
を
通
し
て
、
読
む
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
／
こ
の
頃
、
霧
の

街
釧
路
は
原
田
康
子
の
『
挽
歌
』
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ

の
句
の
霧
は
、
な
ん
と
や
さ
し
さ
に
満
ち
た
霧
で
あ
ろ
う
か
‥
」
（
『
石
原
八
束
百
句
』
深

谷
雄
大
・
永
田
書
房
刊
） 

 

僧
院
に
木サ

靴ボ

鳴
る
花
期
の
林
檎
園 

 
 

 
 

（
昭
和
三
三
年
） 

  

「
渡
島
当
別
ト
ラ
ピ
ス
ト 

五
句
」
と
前
書
の
あ
る
句
の
第
一
句
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修

道
会
の
一
つ
で
あ
る
厳
律
シ
ト
ー
会
（
ト
ラ
ピ
ス
ト
会
）
の
修
道
院
で
、「
灯
台
の
聖
母
ト



4 

 

ラ
ピ
ス
ト
大
修
道
院
」
の
通
称
だ
そ
う
だ
。
す
で
に
百
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
大
修
道
院

で
、
モ
ッ
ト
ー
は
「
祈
り
働
け
」
。
労
働
と
祈
り
に
専
念
し
て
い
る
規
律
の
厳
格
な
修
道
院

と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
有
名
な
バ
タ
ー
も
ク
ッ
キ
ー
も
こ
こ
で
作
ら
れ
る
。
戦
前
、
詩
人

の
三
木
露
風
が
講
師
と
し
て
招
か
れ
、
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。 

 

さ
て
、
こ
の
句
に
は
、
修
道
院
の
つ
つ
ま
し
く
も
明
る
い
清
潔
感
が
あ
る
。
規
律
正
し

い
僧
院
を
行
き
交
う
木
靴
の
音
が
、
初
夏
の
白
い
花
の
光
に
吸
い
込
ま
れ
、
み
ず
み
ず
し

く
音
と
光
が
交
差
す
る
。
こ
の
多
重
の
感
覚
駆
使
も
八
束
の
句
の
特
徴
の
一
つ
。
や
や
ハ

イ
カ
ラ
に
聞
こ
え
る
「
サ
ボ
」
と
い
う
語
感
も
き
び
き
び
と
働
い
て
、
句
の
風
景
に
生
命

感
を
加
え
て
い
る
。 

 

炎
天
の
群
蝶
を
喰
ふ
大
鴉 

 
 

 
 

 
 

 

（
昭
和
三
三
年
） 

  

強
い
印
象
で
入
り
込
ん
で
い
た
句
だ
が
、
詩
情
そ
の
も
の
は
硬
直
し
て
い
る
。
実
際
の

風
景
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
や
常
套
的
な
寓
意
を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
以
上
の
解
釈
の

深
ま
り
を
得
ら
れ
な
い
の
だ
。
直
前
の
〈
詩
は
辛
苦
非
情
褸
を
な
し
汗
を
な
す
〉
の
句
に

つ
い
て
深
谷
雄
大
氏
が
『
石
原
八
束
百
句
』
で
推
測
す
る
よ
う
に
、
堪
忍
を
強
い
ら
れ
る

俳
壇
的
な
背
景
が
こ
の
句
に
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
は
俳
句
と
し
て
紡
が
れ

た
言
葉
に
対
し
て
純
粋
に
向
き
合
い
た
い
。
た
と
え
ば
、
晩
年
に
示
し
た
〈
神
坐(

く
ら)

に
緋
鯉
を
啖(

く)

ら
ふ
雪
女
郎 

八
束
〉
の
妖
美
的
詩
品
と
比
べ
る
と
、
そ
の
境
地
の
優

劣
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
熱
血
漢
の
八
束
が
句
作
の
上
で
陥
り
易
い
陥
穽
で
も
あ

っ
た
。 

 

こ
の
章
「
胸
の
扉
あ
け
て
」
に
は
、
〈
汗
に
よ
ご
れ
て
は
欺
か
れ
や
す
き
か
な
〉
〈
詩
は

辛
苦
非
情
褸
を
な
し
汗
を
な
す
〉
な
ど
、
怺
え
よ
う
の
な
き
怒
り
を
自
嘲
風
に
晦
ま
し
て

い
る
作
が
あ
る
が
、
ユ
ー
モ
ア
が
出
な
い
と
き
の
八
束
の
こ
の
種
の
句
は
た
だ
に
重
く
れ

て
、
読
む
方
も
辛
い
こ
と
が
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
八
束
は
そ
の
こ
と
を
避
け
て
通
る
風
も
な
く
、
晩
年
ま
で
喜
怒
哀
楽

の
す
べ
て
に
向
き
合
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
境
が
熟
成
す
る
の
を
焦
ら
ず
に
待
っ
た
。 

 

白
は
ち
す
濁
流
沖
を
お
し
な
が
る 

 
 

 
 

（
昭
和
三
三
年
） 

  

「
八
月
初
旬
、
三
好
先
生
に
従
つ
て
陸
中
海
岸
を
舟
行 

七
句
」
と
あ
る
中
の
第
六
句
。

大
き
な
沼
の
沖
の
方
を
濁
流
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
風
景
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の

果
て
の
河
を
濁
流
が
流
れ
す
ぎ
て
ゆ
く
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
ま
で
読
み
過
ご
し
て

い
て
、
今
回
発
見
を
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
の
句
。 

 

八
束
に
は
、
最
晩
年
に
エ
ジ
プ
ト
で
の
〈
黄
睡
蓮
を
渦
に
巻
き
こ
む
ナ
イ
ル
河 

八
束
〉
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（
『
仮
幻
』
）
の
作
も
あ
る
。
暑
地
獄
の
ナ
イ
ル
川
が
濁
流
と
な
っ
て
渦
を
巻
き
、
そ
の
手

前
に
睡
蓮
が
咲
い
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
の
原
型
が
上
掲
の
句
に
あ
っ

た
と
は
す
っ
か
り
見
過
ご
し
て
い
た
。 

 

自
ら
を
清
く
恃
む
「
白
は
ち
す
」
と
、
何
で
も
押
し
流
し
て
し
ま
う
よ
う
な
沖
の
「
濁

流
」
。
そ
の
あ
い
だ
の
緊
迫
感
が
こ
の
句
に
は
成
立
し
て
い
る
。
静
と
動
の
拮
抗
す
る
詩
的

イ
メ
ー
ジ
が
し
っ
か
り
と
描
か
れ
て
い
る
句
だ
と
思
う
。 

 

摩
崖
仏
踊
る
が
ご
と
し
蝉
し
ぐ
れ 

 
 

 
 

（
昭
和
三
四
年
） 

  

「
山
寺
立
石
寺
」
の
前
書
が
あ
る
句
。
山
寺
に
は
何
度
か
訪
ね
た
が
、
こ
の
摩
崖
仏
が

ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
記
憶
に
定
か
で
は
な
い
。
こ
ん
ど
行
っ
た
と
き
に
は
よ
く
確
か
め
て

こ
よ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
前
書
を
外
し
て
、
一
句
独
立
で
鑑
賞
す
る
な
ら
ば
、
山
寺
に

あ
る
な
し
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。 

こ
の
句
は
、
八
束
ら
し
い
嗜
好
の
出
た
句
だ
。
蝉
時
雨
の
喝
采
を
浴
び
な
が
ら
、
摩
崖

仏
が
踊
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
愉
快
。
仏
教
だ
っ
て
、
日
本
で
た
ま
に
は
そ
の
く
ら

い
の
開
放
感
が
あ
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。 

 

も
ち
ろ
ん
こ
の
「
蝉
時
雨
」
は
、
芭
蕉
の
〈
閑
か
さ
や
石
に
し
み
い
る
蝉
の
こ
ゑ
〉
へ

の
挨
拶
。
皆
が
芭
蕉
を
神
格
化
し
て
深
刻
に
こ
の
蝉
し
ぐ
れ
を
受
け
止
め
る
中
で
、
八
束

の
こ
の
ユ
ー
モ
ア
は
俳
人
と
し
て
の
恰
幅
を
感
じ
さ
せ
る
。
芭
蕉
だ
っ
て
喜
怒
哀
楽
は
人

並
み
に
あ
る
は
ず
だ
。 

 

仏
像
の
起
源
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
ま
で
遡
れ
る
と
い
う
説
を
学
生
の
と
き
に
聴
い
た
こ
と

が
あ
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で
行
く
と
、
顔
は
も
っ
と
ギ
リ
シ
ャ
的
に
な
り
、
髭
も
生
え
て

い
る
。
も
っ
と
人
間
的
な
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
。
そ
ん
な
源
流
を
汲
む
な
ら
ば
、
豊
腰
の

踊
る
仏
像
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。 

 

「
摩
崖
」
と
い
う
険
し
い
岸
壁
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
そ
の
線
刻
の
仏
像
か
ら
ユ
ー
モ

ア
を
い
た
だ
け
る
と
い
う
の
は
、
な
に
や
ら
俳
人
ら
し
い
心
の
も
ち
方
で
は
な
い
か
。
ほ

ん
と
う
は
、
八
束
も
仏
像
に
向
き
合
っ
て
気
分
的
に
踊
り
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
朗
ら
か
な
摩
崖
仏
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

妻
と
浅
蜊
は
厨
に
泣
き
ぬ
明
や
す
し 

 
 

 

（
昭
和
三
四
年
） 

  

八
束
の
代
表
句
で
、
愛
唱
し
て
い
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
「
妻
と
浅
蜊
」

の
組
み
合
わ
せ
に
は
惹
か
れ
る
が
、
「
厨
」
は
少
々
常
套
的
か
と
思
う
し
、
「
明
や
す
し
」

は
舞
台
を
作
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
を
読
む
た
び

に
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
私
自
身
が
平
和
で
豊
か
な
時
代
に
馴
れ
て
生
活
し
て
い
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る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
自
問
し
て
み
る
。
い
っ
た
い
、
八
束
は
何
を
感
じ
て
こ
の
句
を

詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
句
の
面
白
さ
を
一
つ
だ
け
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
妻
と
浅
蜊
の
悲
し
み
の
出
口
が
異

な
る
こ
と
だ
。
妻
の
方
は
、
泣
き
止
め
て
再
び
一
日
の
生
活
へ
と
け
な
げ
に
立
ち
向
か
う
。

浅
蜊
の
方
は
、
泣
い
た
後
に
待
っ
て
い
る
の
は
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
運
命
。
徹
夜
を
し
た

翌
朝
、
早
々
と
厨
に
立
っ
て
い
る
妻
を
見
て
、
そ
の
両
者
の
悲
哀
の
内
容
に
思
い
を
馳
せ

た
の
だ
ろ
う
か
。
変
と
い
え
ば
、
た
し
か
に
へ
ん
な
句
だ
が
、
戦
後
の
つ
つ
ま
し
い
生
活

感
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
私
は
好
き
な
句
。
現
代
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
に
は
な
い
素
朴
な

味
わ
い
が
あ
る
。 

 

舟
住
み
の
夜
濯
ぎ
妻
に
鸚
鵡
啼
く 

 
 

 
 

（
昭
和
三
四
年
） 

  

舟
住
み
と
い
う
の
は
、
風
景
と
し
て
は
叙
情
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
活
自
体
は
大
変

な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
宮
本
輝
の
小
説
『
泥
の
河
』
も
同
時
代
の
頃
の
大
阪
を
舞
台

に
し
た
印
象
深
い
作
品
だ
っ
た
が
、
八
束
の
作
は
、
そ
の
よ
う
な
廓
舟
と
は
異
な
っ
て
も

っ
と
慎
ま
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
浮
世
な
が
ら
の
川
に
浮
か
ぶ
生
活
は
、
ど

こ
と
な
く
や
る
せ
な
い
気
分
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
い
つ
も
の
よ
う
に
夜
濯
ぎ
を
し
て
、
ま

た
明
日
の
風
を
恃
ん
で
自
ら
を
励
ま
し
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
ろ
う
。
そ
の
身
辺
で

親
し
そ
う
に
決
ま
っ
た
こ
と
ば
を
繰
り
返
す
鸚
鵡
の
声
も
、
夜
の
川
端
に
妙
に
響
く
。
運

命
に
流
さ
れ
な
が
ら
も
懸
命
に
生
き
る
妻
の
、
ほ
ん
の
一
服
ほ
ど
の
幸
が
、
星
空
の
下
の

こ
の
夜
濯
ぎ
の
時
間
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
ん
な
風
に
こ
の
句
を
読
み
解
い
て
み
た
が
、
正
し
い
鑑
賞
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
自

信
が
な
い
。
俳
句
の
中
に
は
、
時
代
を
知
悉
し
な
け
れ
ば
読
め
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
の

時
代
を
体
験
し
た
読
者
の
方
々
の
ご
教
示
を
賜
り
た
い
。 

 

山
焼
き
の
焔ほ

を
さ
か
お
と
す
迅
風

は

や

て

か
な 

 
 

（
昭
和
三
五
年
） 

  

阿
蘇
の
山
焼
き
を
詠
ん
だ
句
。
こ
の
年
、
八
束
は
三
好
達
治
の
か
つ
て
歩
い
た
阿
蘇
を

訪
ね
て
「
俳
句
」
に
八
一
句
を
発
表
、
句
集
に
も
七
七
句
を
収
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
句
な
ど
は
前
書
が
な
い
か
ら
、
ど
こ
の
山
焼
き
を
想
像
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
固
有

名
詞
に
頼
ら
ず
に
句
の
情
景
が
鮮
明
に
伝
わ
っ
て
く
れ
ば
、
そ
の
句
は
普
遍
性
を
得
た
こ

と
に
な
る
。 

 

春
先
の
山
焼
き
は
、
ま
だ
風
の
強
い
こ
と
が
多
い
。〈
霜
の
華
き
ら
き
ら
く
づ
れ
阿
蘇
も

ゆ
る 

八
束
〉
と
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
ま
だ
寒
さ
も
き
び
し
い
こ
ろ
だ
。
こ
の
句
は
、

「
山
焼
き
の
」
で
少
し
息
を
つ
い
て
、「
焔
を
」「
さ
か
お
と
す
」「
迅
風
か
な
」
と
一
気
に
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読
む
。
そ
の
流
れ
に
勢
い
が
あ
っ
て
、
山
焼
き
の
焔
が
、
中
空
へ
育
っ
た
か
と
思
う
と
一

気
に
斜
面
を
舐
め
落
ち
て
く
る
よ
う
な
、
迫
力
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
句
に
な
っ
た
。 

 
 

 

艸
千
里
浜
の
凍
光
鳴
り
い
だ
す 

 
 

 
 

 

（
昭
和
三
五
年
） 

 
 

 

同
時
作
の
阿
蘇
の
草
千
里
で
の
作
。「
艸
千
里
浜
」
は
言
わ
ず
も
が
な
の
三
好
達
治
の
代

表
作
。
達
治
は
、
陸
軍
幼
年
学
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
西
田
税
（
み
つ
ぐ
）
が
二
・
二
六

事
件
で
処
刑
さ
れ
た
直
後
に
、
こ
の
詩
を
書
い
た
と
さ
れ
る
。
八
束
の
言
を
借
り
れ
ば
、

「
三
好
の
こ
の
詩
「
艸
千
里
浜
」
は
軍
隊
調
の
文
語
の
抒
情
を
駆
っ
て
、
亡
友
を
回
想
す

る
に
切
実
な
詩
韻
と
無
常
の
心
音
を
高
鳴
ら
せ
て
い
る
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二

月
号
）
と
な
る
。 

 

こ
の
八
束
の
句
も
、
や
さ
し
い
ス
ロ
ー
プ
の
広
大
な
草
千
里
を
抒
情
的
に
詠
む
の
で
は

な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
き
ん
き
ん
と
凍
て
の
光
が
響
き
は
じ
め
た
よ
う
な
、
異
様
な
緊
張

感
と
清
浄
感
に
包
ま
れ
て
い
る
。「
凍
光
」
と
い
う
肌
を
刺
す
光
が
、
音
に
な
っ
て
八
束
の

心
の
中
ま
で
届
い
て
く
る
の
だ
。
言
葉
の
贅
肉
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
た
い
へ
ん
き
び
し
い

広
が
り
の
あ
る
句
だ
と
思
う
。 

 

死
は
春
の
空
の
渚
に
游
ぶ
べ
し 

 
 

 
 

 

（
昭
和
三
五
年
） 

  

こ
れ
も
阿
蘇
で
の
作
。
も
ち
ろ
ん
一
句
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
句
か
ら
は
阿
蘇
と
い
う

舞
台
は
消
え
る
。
句
集
名
に
な
っ
た
「
空
の
渚
」
の
句
で
も
あ
る
。
句
集
に
は
、
生
前
三

好
達
治
よ
り
「
序
に
か
へ
て
」
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
詩
を
巻
頭
に
載
せ
る
。
そ
れ
は
、 

 
 

い
づ
こ
よ
遠
く
来
り
し
旅
人
は 

 
 

冬
枯
れ
し
梢
の
も
と
に
い
こ
ひ
た
り 

に
始
ま
る
冬
の
終
り
か
ら
春
の
訪
れ
へ
の
希
望
を
ほ
の
め
か
す
軟
ら
か
い
文
体
の
詩
。
こ

の
詩
の
ず
っ
と
の
ち
に
、
詩
人
は
別
の
詩
「
冬
の
も
て
こ
し
」
を
発
表
す
る
。
そ
れ
は
、

こ
ん
な
書
き
出
し
に
始
ま
る
。 

 
 

冬
の
も
て
こ
し 

 
 

春
だ
か
ら 

 
 

こ
の
若
艸
に 

 
 

坐
り
ま
せ
う 

人
生
の
苦
難
の
後
に
訪
れ
た
た
ま
ゆ
ら
の
至
福
を
自
祝
す
る
よ
う
な
、
や
わ
ら
い
だ
気

配
の
詩
で
も
あ
る
。
八
束
の
こ
の
句
に
接
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
詩
を
思
い
浮
か
べ
て
は
、

一
句
の
背
景
の
豊
か
さ
を
味
わ
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
句
に
つ
い
て
改
め
て
多
く
を
言
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
地
上
か
ら
立
ち
昇
っ
た
死
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は
、
い
ま
や
天
上
の
世
界
で
た
ま
し
い
と
な
っ
て
戯
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

か
、
地
上
も
い
っ
と
き
春
の
明
る
さ
が
訪
れ
て
い
る
。
死
が
た
ま
し
い
と
な
っ
て
昇
天
し
、

怨
念
や
無
念
か
ら
離
れ
て
朗
ら
か
さ
を
取
り
戻
し
た
結
果
、
地
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
春
の

明
る
さ
。
そ
ん
な
明
る
さ
を
、
八
束
は
阿
蘇
山
火
口
付
近
の
凍
て
つ
く
よ
う
な
厳
し
い
場

所
で
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
春
の
天
上
に
、「
た
ま
し
ひ
」
の
戯
れ
遊
ぶ
よ
う
な
、

ゆ
れ
う
ご
く
影
を
感
じ
た
の
だ
。 

 

実
は
、
こ
の
句
は
、
昨
日
の
句
で
触
れ
た
よ
う
に
、
西
田
税
の
死
を
悼
む
三
好
達
治
の

詩
「
艸
千
里
浜
」
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
、
八
束
は
回
想
し
て
い

る
。 

 

「
〈
う
つ
つ
な
き
眺
め
な
る
か
な
／
し
か
は
あ
れ
／
若
き
日
の
わ
れ
の
希
望
（
の
ぞ
み
）

と
／
二
十
年
（
は
た
と
せ
）
の
月
日
と
友
と
／
わ
れ
を
お
き
て
い
づ
ち
に
ゆ
き
け
む
〉
と

い
う
一
節
を
口
誦
し
な
が
ら
、
か
つ
て
三
好
詩
人
が
佇
（
た
）
っ
た
そ
の
同
じ
山
上
に
立

ち
、
激
動
の
中
に
生
き
て
、
は
か
な
く
死
ん
で
ゆ
く
人
間
の
う
つ
つ
な
き
眺
め
を
瞑
想
し

た
の
で
あ
っ
た
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
） 

 

た
だ
、
こ
の
個
人
的
な
心
境
ま
で
読
み
取
れ
る
か
ど
う
か
は
、
別
の
次
元
の
話
に
な
る

と
思
う
。
俳
句
と
し
て
は
、
「
（
誰
彼
の
）
死
は
春
の
空
の
渚
に
遊
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な

い
」
と
、
春
の
や
わ
ら
い
だ
空
に
、
郷
愁
の
よ
う
に
澄
ん
だ
色
で
亡
き
人
た
ち
へ
の
想
い

を
一
刷
け
し
た
の
み
で
あ
る
。
文
体
的
に
も
複
雑
に
凝
っ
て
お
ら
ず
、
適
度
な
張
り
の
中

に
軽
や
か
な
気
分
が
流
れ
出
し
て
い
る
。
読
者
は
そ
こ
か
ら
感
じ
と
れ
る
も
の
を
素
直
に

感
じ
取
れ
ば
よ
い
。 

 

風
船
消
ゆ
空
の
渚
に
こ
ゑ
の
こ
し 

 
 

 
 

（
昭
和
三
五
年
） 

  

阿
蘇
の
一
連
の
作
の
最
後
の
句
。
独
立
し
た
一
句
と
し
て
読
む
と
き
に
は
、
こ
の
句
か

ら
も
阿
蘇
と
い
う
舞
台
は
消
え
る
。
先
ほ
ど
ま
で
、
空
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
飛
ん
で
い
た
風
船

は
、
と
う
と
う
視
界
か
ら
消
え
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
地
上
か
ら
何
も
な
く
な

っ
た
と
い
う
の
は
寂
し
い
が
、
空
の
渚
か
ら
は
ま
だ
こ
ゑ
が
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
句
。

消
え
た
風
船
は
、
空
の
渚
に
辿
り
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
そ
の
風

船
と
と
も
に
遊
ん
で
い
る
幼
き
た
ま
し
い
た
ち
の
声
か
。 

 

無
の
あ
と
の
余
韻
は
天
上
に
あ
り
。
風
船
の
消
失
の
垂
直
性
の
動
き
の
後
に
、
天
上
の

声
が
や
わ
ら
か
な
広
が
り
を
見
せ
る
。
句
の
表
情
も
童
話
の
よ
う
に
や
さ
し
く
、
読
む
者

の
心
に
は
し
ず
か
な
余
韻
が
い
つ
ま
で
も
ゆ
ら
め
く
。 
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鼻
面
ら
に
薄
暮
の
透
る
葱
を
む
く 

 
 

 
 

（
昭
和
三
六
年
） 

  

な
ぜ
か
葱
の
句
を
五
句
発
表
し
て
い
る
中
の
一
句
目
。
先
に
他
の
句
を
見
て
み
る
と
、

〈
葱
む
け
ば
鳴
き
ぬ
背
す
ぢ
に
寄
る
愁
ひ
〉
〈
葱
か
か
へ
寒
さ
の
光
る
中
に
墜
つ
〉
〈
葱
を

抱
く
身
の
影
闇
に
攫
は
る
る
〉〈
葱
を
買
ふ
髪
の
垂
れ
た
る
う
し
ろ
寒
む
〉
と
、
や
や
大
仰

な
表
現
が
目
に
つ
き
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。 

 

掲
出
の
句
は
、
葱
の
外
側
の
薄
皮
を
薄
暮
の
光
に
透
か
し
な
が
ら
剝
い
て
い
る
と
い
う

風
景
。「
鼻
面
ら
」
と
い
う
口
語
に
庶
民
の
生
活
を
意
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
々
の
滑
稽

を
生
ん
で
、
小
市
民
的
な
味
わ
い
の
句
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
時
は
、「
薄
暮
の
透

る
」
と
い
う
部
分
に
詩
的
な
装
い
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
気
取
ら
な

い
こ
の
よ
う
な
小
品
の
味
わ
い
も
よ
い
と
思
う
。 

 

風
の
餘
燼
の
落
葉
月
夜

づ

く

よ

と
な
り
け
ら
し 

 
 

（
昭
和
三
六
年
） 

  

七
七
五
と
、
上
五
を
荘
重
な
字
余
り
に
し
て
始
ま
る
古
風
な
叙
情
句
。
古
風
と
は
言
っ

た
が
、
出
だ
し
の
「
風
の
餘
燼
」
は
、
風
の
燃
え
残
り
い
う
意
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
近

代
的
な
装
い
の
詩
語
。「
餘
燼
」
と
い
う
硬
い
響
き
の
漢
語
に
続
く
た
め
に
、
中
七
は
「
落

葉
月
夜
」
と
視
覚
的
に
は
漢
語
で
受
け
な
が
ら
も
、
読
み
は
「
お
ち
ば
づ
く
よ
」
と
訓
（
く

ん
）
で
読
ま
せ
る
。
さ
ら
に
下
五
で
は
「
な
り
け
ら
し
」
と
、
す
っ
か
り
和
風
の
趣
で
余

情
を
た
っ
ぷ
り
と
漂
わ
せ
て
い
る
。 

 

地
下
水
面
で
こ
の
よ
う
な
文
体
の
実
験
を
し
て
い
る
の
に
、
一
読
し
た
と
き
に
は
、
一

枚
岩
の
よ
う
で
、
冒
険
性
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
こ
の
句
の
恰

幅
だ
と
思
う
。 

 

「
な
り
け
ら
し
」
は
、
「
な
り
」
＋
「
け
り
」
に
推
量
の
助
動
詞
「
ら
し
」
が
結
合
し
た

も
の
。
こ
こ
で
は
「
‥
に
な
っ
た
の
だ
な
あ
」
く
ら
い
の
詠
嘆
の
意
。
作
者
は
、（
先
ほ
ど

ま
で
の
強
風
が
収
ま
り
）
風
の
余
韻
の
よ
う
に
時
折
舞
い
落
ち
る
落
葉
の
さ
ま
を
、
月
の

光
の
注
ぐ
中
に
し
ず
か
に
観
じ
て
い
る
。
八
束
の
し
み
じ
み
し
た
心
中
が
覗
か
れ
る
句
だ
。

叙
情
的
な
心
象
風
景
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

忘
れ
た
き
こ
と
春
の
湯
に
も
て
あ
そ
ぶ 

 
 

（
昭
和
三
七
年
） 

  

こ
の
時
期
の
八
束
に
し
て
は
素
直
な
叙
法
の
句
。『
定
本
三
好
達
治
全
詩
集
』
を
完
成
し

た
年
だ
が
、
そ
の
陰
に
は
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
家
族
を

振
り
返
る
間
も
な
い
く
ら
い
に
し
な
け
れ
ば
、
あ
の
大
冊
の
詩
集
は
出
来
上
が
ら
な
い
。
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そ
の
程
度
の
察
し
は
つ
く
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
詩
集
は
、
の
ち
に
私
自
身
の
愛
読
書
と
も

な
っ
て
三
好
達
治
の
世
界
を
理
解
す
る
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
私
は
、

八
束
か
ら
俳
句
の
み
な
ら
ず
三
好
達
治
の
詩
も
授
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
離
れ
て
こ
の
一
句
を
読
み
解
く
と
ど
う
な
る
か
。
舌
頭

に
転
が
し
て
い
る
と
、
こ
の
句
が
、
朗
ら
か
な
「
あ
」
音
の
く
つ
ろ
ぎ
と
、
適
度
な
「
お
」

音
の
丸
み
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
も
「
春
の
湯
」
そ
の
も
の
の
よ
う
な
音
調
を
得
て
い
る

こ
と
に
気
が
つ
く
。「
忘
れ
た
き
こ
と
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
い
ま
は
春
の
湯
に
溶
き
ほ
ぐ

す
よ
う
に
「
も
て
あ
そ
ぶ
」
く
ら
い
の
心
の
ゆ
と
り
は
あ
る
。
三
好
詩
の
「
冬
の
も
て
こ

し
春
だ
か
ら
」
に
も
叶
う
よ
う
な
「
春
の
湯
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
・
・
・
。 

 

首
を
ひ
ね
つ
て
花
蔭
の
芥
子
坊
主 

 
 

 
 

（
昭
和
三
七
年
） 

  

『
現
代
俳
句
の
幻
想
者
た
ち
』
発
刊
、
と
前
書
の
あ
る
句
。
こ
の
前
書
が
あ
れ
ば
あ
っ

た
で
、
当
時
の
俳
壇
を
背
景
に
敷
い
て
の
一
つ
の
読
み
も
で
き
る
が
、
前
書
の
な
い
方
が

自
然
に
ユ
ー
モ
ア
の
と
ど
く
句
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
前
書
な
き
一
句
独
立
と
し

て
、
こ
の
句
を
読
ん
で
み
よ
う
。 

 

花
蔭
の
「
花
」
は
、
無
論
「
さ
く
ら
」
で
は
な
く
、
い
ま
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
芥
子
の

花
。
そ
の
芥
子
の
花
波
の
中
に
あ
っ
て
、
す
で
に
咲
き
終
え
た
「
芥
子
坊
主
」
が
「
？
」

と
い
う
よ
う
に
首
を
ひ
ね
っ
て
い
る
。
は
な
や
か
な
花
波
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、
自
分
た

ち
の
よ
う
な
若
造
た
ち
が
首
を
ひ
ね
る
こ
と
で
精
一
杯
の
プ
ロ
テ
ス
ト
を
し
て
い
る
と
い

う
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
八
束
世
代
の
精
一
杯
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
抵
抗
の
つ
つ
ま
し
い
と
も
か
わ
い
い
い
と
も
と
れ
る
仕
草
が
笑
い
を
さ
そ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
蛇
足
め
い
た
こ
と
を
言
え
ば
、
芥
子
坊
主
の
方
が
先
に
花
を
ひ
ら
い
た
の

だ
か
ら
、
ほ
ん
と
う
は
「
花
」
に
対
し
て
は
先
輩
に
あ
た
る
は
ず
。
子
ど
も
を
指
す
よ
う

に
い
つ
ま
で
も
「
坊
主
」
と
呼
ば
れ
て
は
、
そ
れ
も
ま
た
「
？
」
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 

蛇
笏
眼
を
ひ
ら
い
て
睡
る
露
の
郷 

 
 

 
 

（
昭
和
三
七
年
） 

  

重
態
の
飯
田
蛇
笏
を
見
舞
っ
た
と
き
の
一
連
の
作
の
一
つ
。
重
態
で
眼
を
ひ
ら
い
た
よ

う
に
昏
々
と
眠
っ
て
い
る
さ
ま
で
あ
ろ
う
か
。
下
五
の
「
露
」
が
働
い
て
、
臨
終
が
間
近

な
雰
囲
気
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
句
は
人
の
臨
終
を
詠
ん
で
恰
幅
と

迫
力
が
あ
る
。 

 

 

八
束
の
自
解
文
か
ら
一
部
引
け
ば
、「
座
敷
に
仰
臥
し
た
山
人
は
意
外
に
も
眼
を
カ
ッ
と

見
ひ
ら
い
た
ま
ま
鼾
を
た
て
て
昏
睡
し
て
い
た
。（
中
略
）
山
人
の
は
半
眼
で
は
な
か
っ
た
。

剛
毅
な
気
迫
が
そ
こ
に
は
み
な
ぎ
っ
て
い
た
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
）
と
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な
る
。 

 
そ
の
事
実
は
事
実
と
し
て
、
俳
句
そ
の
も
の
に
拘
っ
て
句
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。 

 

ま
ず
、
上
五
の
「
蛇
笏
」
と
い
う
文
字
の
神
聖
な
ほ
ど
の
禍
々
し
さ
。
こ
の
二
文
字
は

終
末
に
及
ん
で
そ
の
意
味
が
働
く
の
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。
さ
ら
に
「
蛇
笏
」「
眼

を
」
と
助
詞
を
介
入
さ
せ
ず
に
連
結
し
た
間
延
び
な
き
緊
迫
感
。
次
い
で
、「
眼
を
ひ
ら
い

て
睡
る
」
と
、
あ
る
意
味
で
は
不
気
味
さ
も
漂
わ
せ
る
が
、
ひ
ろ
や
か
な
光
の
よ
う
な
も

の
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
最
後
は
「
露
の
郷
」
と
大
き
く
据
え
る
。
そ
の
こ
と
で
、
蛇
笏

が
す
っ
ぽ
り
と
露
の
故
郷
に
抱
か
れ
る
と
共
に
、
眼
を
ひ
ら
い
て
眼
前
の
故
郷
を
そ
し
て

こ
の
世
を
見
届
け
つ
つ
最
期
の
時
を
悠
然
と
待
ち
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
た
だ
な
ら

ぬ
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
実
際
の
場
面
以
上
に
、
俳
句
の
方
が
緊
迫
感
に

つ
つ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

若
い
と
き
の
蛇
笏
の
目
は
澄
ん
で
大
変
き
れ
い
で
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
そ
の
蛇
笏
が
い

ま
去
ら
ん
と
す
る
こ
の
世
に
最
後
の
光
を
返
し
な
が
ら
最
後
の
眠
り
に
つ
い
て
い
る
。 

 

秋
風
の
脈
搏
家
を
め
ぐ
る
な
り 

 
 

 
 

 
（
昭
和
三
七
年
） 

  

「
十
月
三
日
夜
長
逝
」
と
前
書
が
あ
る
。
飯
田
蛇
笏
逝
去
に
際
し
て
の
追
悼
句
。
句
意

は
単
純
で
、
秋
風
が
脈
搏
を
な
す
よ
う
に
家
を
め
ぐ
り
吹
い
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
秋
風

と
い
う
目
に
見
え
ぬ
も
の
が
、
ま
る
で
人
間
の
動
脈
や
静
脈
の
よ
う
に
家
を
覆
い
尽
く
し

て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

先
ほ
ど
ま
で
生
き
て
い
た
蛇
笏
の
肉
体
的
な
生
命
は
、
い
ま
や
風
の
脈
搏
と
化
し
た
か

の
よ
う
だ
。
家
を
つ
つ
ん
で
い
る
脈
搏
に
は
、
蛇
笏
の
祖
先
か
ら
の
幾
代
も
の
脈
搏
が
重

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

蛇
笏
の
生
命
は
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
、
秋
風
の
中
に
祖
先
の
血
脈
に
還
り
、
ふ
た
た
び

新
た
な
息
づ
か
い
を
始
め
た
。
飯
田
龍
太
も
い
ま
や
同
じ
よ
う
に
、
四
季
折
々
の
風
と
な

っ
て
脈
づ
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

風
の
道
を
中
ぞ
ら
に
み
る
雪
月
夜 

 
 

 
 

（
昭
和
三
七
年
） 

  

「
風
の
道
を
中
ぞ
ら
に
み
る
」
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、〈
宙
を
ゆ
く
一
と
か
た
ま
り
の

花
吹
雪 

高
野
素
十
〉
の
句
。
吉
野
の
山
を
数
年
に
一
度
、
花
吹
雪
が
か
た
ま
り
に
な
っ

て
越
え
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
。
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
花
び
ら
が
風
の
道
を
表
し
て
い
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
八
束
の
句
は
、
風
の
道
を
示
す
も
の
は
「
空
無
」
し
か
な
い
。
雪
の
止

ん
だ
月
の
夜
に
、
空
無
の
流
れ
が
八
束
に
は
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
い
も
の
が
見
え

る
と
い
う
の
は
、
第
一
句
集
の
〈
雪
の
上
を
死
が
か
が
や
き
て
通
り
け
り 

八
束
〉
以
来
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の
八
束
の
句
の
特
質
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。 

 
風
に
は
光
も
匂
い
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
八
束
は
「
風
光
る
」
と
か
「
風
薫
る
」
と
か
い

う
季
語
に
は
た
い
へ
ん
否
定
的
で
あ
っ
た
。
作
家
の
好
み
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ

こ
に
は
八
束
の
経
験
に
よ
る
詩
的
審
美
眼
が
働
い
て
い
る
。
私
も
「
風
」
と
い
う
言
葉
の

中
に
は
「
光
」
も
「
薫
」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
八
束
の
こ
の
よ
う
な
句
を
み
る

と
、
た
し
か
に
「
風
」
は
光
り
が
こ
も
り
、
香
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
は
な
い
か
。 

 

桃
咲
く
や
父
と
娘
い
つ
も
幼
な
か
り 

 
 

 

（
昭
和
三
八
年
） 

  

文
字
ど
お
り
読
め
ば
そ
の
ま
ま
分
か
る
よ
う
な
や
さ
し
い
句
。
桃
の
花
も
咲
い
て
、
ひ

さ
び
さ
に
八
束
は
娘
と
遊
ん
で
い
る
。
春
先
の
や
わ
ら
か
く
明
る
い
光
を
感
じ
る
句
だ
。

た
わ
い
な
い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
の
句
だ
が
、「
父
と
娘
」
を
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
と
こ
ろ

に
素
直
な
作
者
の
喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

こ
の
頃
、
八
束
は
四
十
三
歳
。
仕
事
の
忙
し
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
晩
婚
の
八
束

に
と
っ
て
は
、
子
育
て
も
ま
だ
手
が
抜
け
な
い
頃
だ
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
作
で
あ
る
〈
置

酒
独
語
理
非
曲
直
の
凍
る
夜
を
〉〈
悪
玉
が
笑
へ
り
赫
き
盆
の
月
〉
な
ど
か
ら
も
推
測
さ
れ

る
よ
う
に
、
社
会
の
荒
波
に
揉
ま
れ
て
、
世
の
理
不
尽
に
も
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
齢
で
も
あ
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
親
子
ゆ
っ
く
り
と
、
無
垢
な
心
で
接
す
る
時
間
を
日
頃

ど
れ
だ
け
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
か
。 

 

句
の
解
か
ら
は
離
れ
る
が
、
い
ま
か
ら
振
り
返
る
と
八
束
の
故
郷
は
甲
斐
二
ノ
宮
で
、

ま
さ
に
桃
の
花
に
つ
つ
ま
れ
る
土
地
で
も
あ
っ
た
。
愛
娘
と
遊
び
な
が
ら
、
そ
ん
な
原
風

景
を
八
束
は
胸
中
に
抱
い
て
い
た
か
ど
う
か
。
と
も
あ
れ
、「
超
多
忙
」
で
あ
っ
た
八
束
に
、

こ
の
幸
福
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
な
が
ら
、『
空
の
渚
』
を
閉
じ
る
こ
と
に

し
よ
う
。 

と
言
い
な
が
ら
、
往
生
際
が
悪
い
よ
う
だ
が
、
一
つ
だ
け
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。 

 

私
は
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
八
束
自
身
と
そ
の
娘
と
解
釈
し
た
が
、『
俳
句
研
究
』（
昭

和
六
一
年
二
月
号
）
の
八
束
自
註
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
も
と
も
と
三
好
達
治
と
そ
の
お
嬢

さ
ん
を
詠
ん
だ
も
の
ら
し
い
。 

 

「
晩
年
の
三
好
達
治
は
相
変
ら
ず
の
下
宿
住
い
の
ひ
と
り
ぐ
ら
し
で
あ
っ
た
。
長
ら
く

和
歌
山
に
疎
開
し
て
い
た
妻
子
は
、
は
じ
め
長
男
が
上
京
し
、
し
ば
ら
く
し
て
お
嬢
さ
ん

が
慶
応
大
学
に
入
学
す
る
の
を
機
に
一
家
で
上
京
し
て
、
別
に
暮
し
て
い
た
。
い
つ
の
こ

ろ
か
ら
か
、
生
計
費
や
学
費
を
詩
人
の
と
こ
ろ
へ
取
り
に
く
る
の
は
、
こ
の
お
嬢
さ
ん
の

役
目
と
な
っ
た
ら
し
く
、
学
校
の
帰
途
に
詩
人
の
部
屋
に
来
ら
れ
て
、
父
子
で
楽
し
そ
う

に
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
私
も
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
っ
た
」 

 

な
る
ほ
ど
、
八
束
な
ら
ば
、
三
好
詩
人
の
こ
と
を
詠
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

三
好
達
治
の
風
貌
を
思
い
浮
か
べ
る
に
、
こ
れ
も
な
か
な
か
よ
い
情
景
だ
。
娘
も
大
学
生
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く
ら
い
な
ら
ば
、
子
ど
も
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
前
書
き
が
な
い
以
上
、
一
句
独
立
の
俳
句
と
し
て
は
、
や
は
り
作
者

本
人
を
詠
ん
だ
句
と
み
な
す
の
が
本
来
の
読
み
筋
で
あ
る
と
思
う
。
い
み
じ
く
も
、
八
束

本
人
が
同
じ
自
註
で
最
後
に
触
れ
て
い
る
。 

 

「
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ
か
誰
か
が
、
こ
の
句
は
石
原
自
身
の
こ
と
だ
ろ
う
と
、
言
わ

れ
て
び
っ
く
り
し
た
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
私
は
自
分
の
こ
と
と
他
人
の
こ
と
を
二
重

映
し
に
詠
い
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」 

 

俳
句
の
素
材
と
し
て
の
事
実
と
、
俳
句
作
品
上
の
真
実
。
俳
句
に
向
き
合
う
上
で
大
切

な
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
、
こ
の
句
は
図
ら
ざ
る
も
よ
い
材
料
に
な
っ
た
。 

  

【
句
集
刊
行
の
順
序
】 

先
の
『
雪
稜
線
』
と
『
空
の
渚
』
を
次
の
よ
う
に
並
べ
て
み
よ
う
。 

第
二
句
集
『
雪
稜
線
』
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
日
刊 

第
三
句
集
『
空
の
渚
』
昭
和
三
九
年
二
月
一
〇
日
刊 

「
あ
れ
っ
」
と
思
う
人
が
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
、
刊
行
順
序
が
逆
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
情
に
つ
い
て
、
八
束
は
『
空
の
渚
』
の
後
記
に
次
の
よ
う
に
記
す
。 

 

「
句
集
の
題
名
「
空
の
渚
」
お
よ
び
序
詩
は
、
こ
の
た
び
も
ま
た
三
好
先
生
よ
り
い
た

だ
い
た
。
こ
れ
を
賜
っ
た
の
は
、
こ
の
序
詩
「
空
の
な
ぎ
さ
」
が
作
ら
れ
た
と
き
の
こ
と

だ
か
ら
、
も
う
五
六
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
句
集
の
は
じ
め
の
二
ケ
年
分
く
ら
ゐ

の
句
は
、
だ
か
ら
、
第
一
句
集
『
秋
風
琴
』
以
後
の
三
ケ
年
分
句
稿
と
併
せ
、
私
の
第
二

句
集
「
空
の
渚
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
ま
ま
、
そ
れ
か
ら
長
い
間
、
先
生
の
書
斎
に
ね
む

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
第
二
句
集
と
し
て
纏
め
た
こ
の
五
ケ
年
分
の

句
稿
に
続
く
作
品
が
、
そ
の
後
今
日
ま
で
の
四
ケ
年
で
併
せ
て
四
百
句
以
上
に
な
っ
た
た

め
、
結
局
『
秋
風
琴
』
以
後
の
九
ケ
年
の
作
を
全
部
併
せ
る
と
、
約
千
句
に
近
い
数
に
な

っ
た
。
そ
れ
を
一
本
に
す
る
の
は
す
こ
し
厖
大
に
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
そ
の
う
ち
、
は
じ

め
の
三
ケ
年
分
の
三
百
余
句
を
き
り
は
な
し
、
昭
和
三
十
三
年
以
降
六
ケ
年
の
作
中
よ
り

四
百
五
十
句
を
選
ん
で
、
改
め
て
こ
の
第
三
句
集
『
空
の
渚
』
と
し
た
。
第
二
句
集
は
、

し
た
が
っ
て
、
い
ま
し
ば
ら
く
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
わ
が
仕
事
部
屋
の
隅
に
う
づ
も
れ
る

こ
と
に
な
る
・
・
・
」 

 

す
な
わ
ち
、
三
好
達
治
に
預
け
た
第
二
句
集
の
原
稿
は
、
達
治
の
忙
し
さ
に
よ
っ
て
、

な
か
な
か
選
句
他
の
作
業
が
進
ま
ず
、
そ
の
後
、
追
加
分
の
句
が
た
く
さ
ん
出
来
て
し
ま

っ
た
の
で
、
こ
の
追
加
分
を
自
選
句
集
と
し
て
第
三
句
集
な
が
ら
先
に
出
し
て
し
ま
う
こ

と
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
上
、
そ
の
年
の
四
月
五
日
に
三
好
先
生
は
急
逝
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
第
二
句

集
は
、「
序
に
か
へ
て
―
三
好
先
生
の
こ
と
―
」
と
の
追
悼
文
を
自
ら
序
と
し
て
一
一
月
に

刊
行
し
た
。 
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実
は
、
私
も
第
一
句
集
と
第
二
句
集
の
刊
行
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
石
原
八
束
先

生
に
第
一
句
集
の
原
稿
を
お
預
け
し
た
ま
ま
忘
れ
か
け
て
い
た
頃
、
あ
る
日
、「
角
川
か
ら

新
人
の
句
集
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
の
で
す
が
、
ど
う
で
す
か
」
と
電
話
を
い
た
だ
い
た
。
も

ち
ろ
ん
快
諾
す
る
と
、「
そ
れ
で
は
、
こ
の
三
年
間
く
ら
い
の
作
品
を
大
至
急
ま
と
め
て
く

だ
さ
い
」
。
唖
然
と
し
て
い
る
と
、
「
私
も
句
集
の
順
序
が
逆
さ
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
か
ら
、
大
丈
夫
で
す
」
と
落
ち
着
い
て
付
け
加
え
ら
れ
た
。 

 

こ
の
ひ
と
こ
と
で
、
私
も
不
思
議
に
納
得
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

私
の
場
合
、
第
一
句
集
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
七
日
刊
）
が
出
来
上
が
っ
た
と
き
に
は
、

八
束
先
生
は
す
で
に
入
院
中
の
身
で
あ
っ
た
。
ま
も
な
く
、
七
月
一
六
日
に
先
生
は
他
界

さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
な
に
か
の
縁
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
い
ま
と
な
っ
て
は
、
懐
か
し

さ
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。 

 

           

第
三
句
集
『
空
の
渚
』 


