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第
六
句
集 

 
 

『
黒
凍
み
の
道
』 
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澄
み
の
ぼ
る
時
空
の
風
の
寒
ざ
く
ら 

 
 

 

（
昭
和
四
六
年
） 

  

こ
の
句
集
は
、
芸
術
選
奨
・
文
部
大
臣
賞
を
受
け
た
。
受
賞
句
集
と
い
う
と
、
一
般
に

は
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
向
き
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
こ
の
句
集
は
内
容
の
重
い
句

集
だ
。
帯
に
山
本
健
吉
の
推
薦
文
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
引
か
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
の
句

集
の
位
相
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

《
こ
の
句
集
の
特
色
を
言
え
ば
、
心
に
あ
る
憤
り
が
あ
つ
て
、
そ
の
憤
り
を
堪
え
に
堪

え
て
い
る
極
限
の
気
持
の
張
り
が
、
凝
つ
て
生
み
出
し
た
詩
だ
と
言
え
よ
う
か
。
怒
り
は

簡
単
に
発
散
さ
せ
て
も
詩
と
は
な
ら
な
い
が
、
じ
つ
と
堪
え
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
言
と

な
り
、
志
と
な
る
。
そ
の
機
微
を
、
八
束
氏
は
お
そ
ら
く
師
と
仰
い
だ
詩
人
三
好
達
治
か

ら
学
ん
だ
か
と
思
う
》 

 

「
憤
り
」
か
ら
湧
い
て
く
る
詩
、
し
か
も
、
「
憤
り
」
が
詩
に
な
る
ま
で
に
、
堪
え
て
、

凝
っ
て
、
「
言
」
と
な
り
、
「
志
」
と
な
る
時
間
が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
さ
す
が

に
八
束
の
句
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
る
。 

 

こ
の
句
集
の
巻
頭
が
上
掲
の
句
で
、
群
馬
県
の
鬼
石
で
の
吟
行
作
。
垂
直
的
に
上
っ
て

ゆ
く
視
点
を
備
え
た
句
だ
と
思
う
。
天
心
へ
と
澄
み
上
っ
て
ゆ
く
寒
桜
に
、
時
空
の
風
が

纏
い
つ
い
て
、
こ
れ
も
上
昇
し
て
ゆ
く
。
地
上
の
寒
か
ら
、
こ
ま
か
な
寒
桜
の
花
び
ら
が

時
空
の
光
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
昇
天
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
涙
の
乾
き
き
っ
た
祈
り
に
も
似

た
表
情
の
句
に
見
え
る
。
格
調
も
高
く
、
こ
の
句
集
の
開
扉
に
ふ
さ
わ
し
い
句
と
言
え
よ

う
。 

 

枯
れ
き
つ
て
胸
に
棲
み
つ
く
怒
り
の
虫 

 
 

（
昭
和
四
六
年
） 

  

こ
こ
で
は
表
現
的
な
側
面
か
ら
の
分
析
を
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
上
五
の
「
枯
れ
き
つ

て
」
は
冬
の
野
原
な
ど
が
枯
れ
つ
く
し
た
さ
ま
を
第
一
義
と
す
る
が
、
作
者
の
心
中
の
風

景
と
し
て
の
「
枯
れ
」
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
枯
れ
」
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
を

生
か
し
た
句
な
の
だ
。
「
枯
れ
き
つ
て
」
と
、
表
現
上
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん
軽
く
切
れ
る
。

「
枯
れ
」
と
い
う
広
大
な
も
の
と
、
中
五
以
下
の
「
胸
中
の
虫
」
と
い
う
微
小
な
も
の
と

の
対
照
を
生
か
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
座
五
の
「
怒
り
の
虫
」
は
「
怒
り
虫
」

と
無
理
に
五
音
に
せ
ず
に
、
日
本
語
の
語
感
を
優
先
し
て
「
怒
り
の
虫
」
と
六
音
を
選
ん

だ
。
そ
の
時
に
、
し
ず
か
に
働
い
て
い
る
の
が
、
上
五
で
「
枯
れ
き
つ
て
」
と
い
う
軽
い

切
れ
。
こ
こ
で
い
っ
た
ん
息
を
継
い
だ
の
で
、
座
五
の
字
余
り
ま
で
発
声
し
切
れ
る
ゆ
と

り
が
生
ま
れ
た
。 

  



3 

 

泣
き
に
来
し
子
の
坐
り
た
る
冬
座
敷 

 
 

 

（
昭
和
四
六
年
） 

  

子
供
が
自
分
の
部
屋
に
や
っ
て
来
た
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
坐
っ
て
泣
き
始
め
た
と

い
う
句
。
我
慢
し
て
き
た
の
が
、
父
親
の
部
屋
に
来
た
途
端
に
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
泣
き

始
め
た
の
だ
。
背
景
を
知
っ
て
い
る
我
々
は
、
瀕
死
の
母
親
を
思
う
子
供
の
気
持
ち
が
手

に
取
る
よ
う
に
分
か
る
。
堪
え
て
い
た
の
は
八
束
自
身
だ
け
で
は
な
い
。
子
供
た
ち
も
同

じ
よ
う
に
堪
え
て
い
た
の
だ
。
冬
座
敷
の
「
座
敷
」
の
よ
さ
が
こ
の
句
に
は
滲
み
出
て
い

る
。「
坐
り
た
る
」
と
い
う
不
慣
れ
な
子
供
の
し
ぐ
さ
を
通
し
て
、
子
供
の
切
迫
し
た
状
況

が
い
た
い
け
な
ほ
ど
に
伝
わ
っ
て
く
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
事
情
を
知
ら
な
い
で
一
句
独
立
で
解
釈
す
る
場
合
、
こ
の
句
は
ど
こ

ま
で
の
読
み
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
し
ず
め
、
胸
に
抱
え
な
が
ら
も
自
分
の
力
で

は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
事
態
に
、
悲
し
さ
を
ぶ
つ
け
に
や
っ
て
き
た
子
供
を
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
さ
て
、
母
親
瀕
死
の
危
機
的
状
況
ま
で
伝
わ
る
か
ど
う
か
。

次
に
、「
子
」
と
い
う
設
定
だ
が
、
あ
い
ま
い
な
部
分
も
相
当
残
る
。
と
は
い
え
、
俳
句
と

し
て
は
、
こ
の
あ
た
り
が
表
現
の
限
界
で
は
な
い
か
。 

 

こ
の
句
の
読
み
と
し
て
は
、
通
俗
的
な
女
性
で
は
な
く
意
表
を
つ
い
た
よ
う
に
「
子
」

が
泣
き
に
来
た
こ
と
。
そ
し
て
、
子
は
最
初
は
戸
惑
う
よ
う
に
座
敷
に
坐
っ
た
こ
と
。
そ

れ
か
ら
お
も
む
ろ
に
泣
き
だ
し
て
、
作
者
で
あ
る
父
親
に
救
い
を
求
め
て
き
た
こ
と
、
そ

し
て
父
と
子
を
流
れ
る
感
情
が
「
冬
」
で
あ
る
こ
と
を
手
掛
か
り
に
、
近
似
値
へ
と
読
み

解
い
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
だ
い
ぶ
近
い
値
ま
で
は
迫
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
少
な
く
て
も
、
詩
と
し
て
作
者
の
伝
え
た
い
こ
と
の
七
割
く
ら
い
は
伝
わ
る
だ
ろ

う
。「
父
子
と
も
ど
も
泣
く
よ
り
他
に
し
よ
う
の
な
い
人
生
で
あ
っ
た
」（
「
俳
句
研
究
」
昭

和
六
一
年
二
月
号
）
と
、
そ
れ
だ
け
伝
わ
れ
ば
、
俳
句
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。 

 

達
治
亡
き
あ
と
は
ふ
ら
こ
こ
宙
返
り 

 
 

 

（
昭
和
四
七
年
） 

  

作
者
の
自
解
を
含
め
て
種
々
の
解
釈
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
が
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
は

こ
う
だ
。
三
好
達
治
が
亡
く
な
っ
た
後
、
胸
の
内
の
虚
し
さ
に
遊
び
出
た
か
の
よ
う
に
、

誰
も
坐
っ
て
い
な
い
空
（
か
ら
）
の
ぶ
ら
ん
こ
が
、
風
に
煽
ら
れ
て
高
空
に
宙
返
り
す
る
。

軽
や
か
な
だ
け
に
、
な
ん
と
い
う
寂
し
い
風
景
だ
ろ
う
。
ぶ
ら
ん
こ
が
達
治
ま
で
も
振
り

切
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
の
よ
う
だ
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
八
束
の
心
象
風
景
だ
が
、
十
分
に

詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。 

春
の
哀
愁
の
光
を
ま
と
い
な
が
ら
、
虚
空
に
詩
の
ぶ
ら
ん
が
宙
返
り
す
る
。
こ
の
哀
し

い
軌
跡
は
、
読
者
の
心
に
い
つ
ま
で
も
残
像
を
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
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余
談
だ
が
、
八
束
が
最
後
に
入
院
す
る
前
日
、『
俳
句
朝
日
』
の
取
材
中
に
、
自
宅
近
く

の
公
園
で
ふ
と
ぶ
ら
ん
こ
に
乗
っ
た
。
そ
の
写
真
が
、
発
表
さ
れ
た
八
束
の
最
後
の
写
真

と
な
っ
た
。 

 

赤
い
帆
も
白
帆
も
雛
芥
子

コ

ツ

ク

リ

コ

の
墓
標 

 
 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

  

雛
芥
子
と
い
う
ハ
イ
カ
ラ
な
風
趣
を
詠
ん
だ
の
も
、
三
好
達
治
の
影
響
で
フ
ラ
ン
ス
文

学
な
ど
に
憧
れ
て
い
た
八
束
ら
し
い
。
こ
の
句
か
ら
、
私
な
ら
ば
対
照
的
な
〈
赤
い
椿
白

い
椿
と
落
ち
に
け
り 

河
東
碧
梧
桐
〉
を
連
想
す
る
。
意
匠
的
に
く
っ
き
り
と
描
か
れ
た

日
本
画
の
よ
う
で
、
紅
白
の
椿
以
外
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
椿
の
落
ち
際
に
も
生
命

感
を
感
受
し
た
よ
う
な
、
非
常
に
印
象
鮮
明
な
句
。 

 

こ
れ
に
比
べ
て
冒
頭
の
八
束
の
句
は
、
こ
れ
も
眼
前
に
は
紅
白
の
雛
芥
子
し
か
な
い
が
、

ま
ず
は
か
す
か
に
揺
れ
合
っ
て
い
る
さ
ま
か
ら
舟
の
帆
を
思
い
浮
か
べ
、
や
が
て
「
こ
っ

く
り
」
す
る
眠
り
の
さ
ま
か
ら
命
終
を
連
想
し
、
つ
い
に
は
芥
子
の
花
の
「
死
」
＝
「
墓

標
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
。
（
「
コ
ッ
ク
リ
コ
」
が
雛
芥
子
の
フ
ラ
ン
ス
語

c
o
q
u
e
l
i
c
o
t

「
コ
ク
リ
コ
」
の
音
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
に
も
八
束
の
柔
ら
か
な
ユ
ー
モ
ア
が
た
だ
よ
う
。
） 

 

八
束
の
雛
芥
子
の
句
か
ら
あ
え
て
絵
画
を
連
想
す
る
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
「
シ
テ
ー

ル
島
へ
の
船
出
」
か
も
し
れ
な
い
。
眼
前
に
は
事
実
と
し
て
雛
芥
子
し
か
な
い
が
、
そ
の

ま
わ
り
に
は
雛
芥
子
の
青
春
か
ら
終
焉
へ
至
る
時
間
の
多
様
な
相
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
い
や
、
ほ
ん
と
う
は
、
絵
画
と
い
う
よ
り
も
幻
想
的
な
奥
行
き
を
含
ん
だ
映
像
の

よ
う
だ
と
言
っ
た
方
が
、
こ
の
句
の
鑑
賞
に
は
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

先
に
引
い
た
、
碧
梧
桐
の
句
と
比
べ
て
、
ど
ち
ら
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
碧
梧
桐
の
句
に
は
十
七
音
を
行
か
し
た
鮮
烈
さ
と
余
白
の
豊
か
さ
が
あ
る
し
、
八
束

の
句
に
は
幻
想
を
加
え
た
創
造
的
な
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
時
空
が
あ
る
。
現
代
俳
句
の
内

容
の
豊
か
さ
が
、
こ
こ
に
は
た
し
か
に
新
し
い
相
を
見
せ
な
が
ら
差
し
出
さ
れ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。 

 

汗
ふ
く
は
己
れ
欺
く
の
に
似
た
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

  

「
汗
」
を
通
し
て
自
分
を
覗
き
直
し
た
作
。
こ
の
「
汗
ふ
く
」
は
「
汗
噴
く
」
で
は
な

く
、「
汗
拭
く
」
の
方
だ
と
思
う
。
噴
き
出
し
た
汗
を
「
拭
く
」
と
き
の
救
わ
れ
た
よ
う
な
、

ひ
と
と
き
の
安
心
感
。
ふ
つ
う
の
人
は
、
快
不
快
で
い
え
ば
「
快
」
の
部
分
を
多
く
感
じ

る
は
ず
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
束
は
考
え
る
。
汗
を
拭
い
て
し
ま
っ
て
も
、
汗
は
再
び

噴
き
出
す
。
汗
を
拭
く
の
は
、
次
に
ま
た
来
る
不
快
感
を
い
っ
と
き
忘
れ
る
た
め
だ
け
の
、



5 

 

い
わ
ば
「
己
れ
を
欺
く
」
よ
う
な
も
の
だ
。 

 
こ
こ
に
は
、
生
理
的
な
不
快
感
の
み
な
ら
ず
、
世
の
あ
る
い
は
人
生
の
修
羅
に
対
す
る

不
信
感
と
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
自
分
に
対
す
る
悲
鳴
の
よ
う
な
も
の
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
百
姓
の
広
き
背
中
や
汗
流
る 

高
野
素
十
〉
と
い
う
健
康
な
労

働
の
汗
を
ま
っ
と
う
に
詠
ん
で
済
ん
だ
時
代
か
ら
、
汗
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
内
面
を

追
求
す
る
時
代
ま
で
、
俳
句
の
守
備
範
囲
は
だ
い
ぶ
広
が
り
を
見
せ
た
。 

 

舟
を
浜
に
あ
げ
て
門
火
を
焚
き
に
け
り 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

  

昨
日
の
内
面
詠
と
比
べ
る
と
、
ひ
じ
ょ
う
に
シ
ン
プ
ル
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
写
生
の

作
。
お
盆
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
漁
も
引
き
上
げ
て
小
舟
を
皆
浜
へ
引
き
上
げ
る
。
そ

れ
か
ら
門
火
を
焚
く
。
直
後
に
〈
軒
々
に
汐
の
香
の
さ
す
門
火
か
な
〉
の
句
が
あ
る
が
、

薄
暗
く
な
っ
て
き
た
浜
辺
の
家
々
に
汐
の
香
が
と
ど
い
て
く
る
さ
ま
や
、
暮
れ
残
っ
て
ぼ

ん
や
り
と
光
り
は
じ
め
た
波
の
端
な
ど
も
見
え
て
く
る
よ
う
だ
。
客
観
写
生
に
し
て
、
省

略
の
効
い
た
句
だ
と
言
え
よ
う
。 

よ
く
八
束
は
内
観
造
型
の
句
の
み
で
難
渋
な
作
家
だ
と
思
わ
れ
る
方
が
い
る
が
、
そ
う

で
は
な
い
。
そ
の
入
口
と
も
い
え
る
客
観
写
生
も
無
数
に
こ
な
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

内
面
詠
も
上
滑
り
に
な
ら
ず
、
し
っ
か
り
し
た
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

断
崖

き

り

ぎ

し

を
ひ
き
さ
く
河
原
花
火
か
な 

 
 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

 

こ
れ
も
写
生
の
句
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
ち
ら
は
主
観
写
生
を
な
し
て
い
る
。「
ひ
き
さ

く
」
の
部
分
に
主
観
が
で
て
い
る
。
た
だ
し
、
主
観
と
い
っ
て
も
、
根
拠
の
な
い
心
情
を

生
に
吐
き
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
河
原
で
打
ち
上
げ
花
火
を
し
て
い
る
風
景
が
実
際
に

あ
っ
て
、
そ
の
光
が
河
原
に
迫
る
断
崖
を
映
し
だ
す
。
そ
の
断
崖
に
は
、
深
い
裂
け
目
が

黒
々
と
縦
に
走
っ
て
い
る
の
だ
が
、
花
火
の
光
が
照
ら
す
瞬
間
、
そ
の
亀
裂
が
改
め
て
「
ひ

き
さ
か
れ
る
」
よ
う
に
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
。 

引
き
裂
か
れ
る
断
崖
に
呑
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
る
ほ
ど
、
断
崖
は
作
者
の
い
る
河
原
に

峙
（
そ
ば
だ
）
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
の
花
火
も
、
鬼
気
迫
る
情
趣
が
あ
る

で
は
な
い
か
。
同
時
作
の
〈
花
火
一
閃
磧
に
白
き
餓
鬼
を
描
く
〉
は
そ
の
鬼
気
が
「
白
い

光
の
餓
鬼
」
と
な
っ
て
走
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
実
際
以
上
に
、
こ
の
句
の
風
景
は
大
胆
に

描
か
れ
て
い
る
は
ず
だ
。 
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花
火
ひ
ら
く
と
き
切
札
を
出
し
に
け
り 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

 

こ
の
句
も
手
花
火
で
は
な
く
打
ち
上
げ
の
大
花
火
。
最
後
に
大
き
く
開
く
と
き
は
、
こ

こ
ぞ
と
い
う
よ
う
に
花
火
自
身
も
「
切
札
」
を
出
す
よ
う
に
成
否
を
賭
け
て
一
世
一
代
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
。
そ
の
あ
っ
ぱ
れ
さ
に
八
束
も
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
で
拍

手
を
送
っ
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
は
、
こ
の
瞬
間
に
賭
け
て
い
る
の
は
、
花
火
で
は
な
く
花

火
師
の
方
な
の
だ
が
、
人
間
の
気
持
ち
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
、
主
格
を
花
火
と
し

た
と
こ
ろ
に
こ
の
句
の
面
白
さ
が
あ
ろ
う
。
八
五
五
と
い
う
破
調
も
、「
切
札
」
を
一
気
に

強
調
し
て
効
果
が
あ
る
。 

考
え
て
み
れ
ば
、
大
事
な
場
面
で
「
切
札
」
を
出
す
と
い
う
の
は
花
火
だ
け
で
は
あ
る

ま
い
。
人
間
も
人
生
の
見
せ
場
に
差
し
か
か
っ
た
と
き
に
は
、
大
一
番
を
こ
な
す
「
切
札
」

を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
後
輩
へ
の
戒
め
で
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

俳
句
に
し
て
も
切
札
を
出
せ
る
こ
と
が
文
芸
の
「
芸
」
で
あ
る
部
分
と
思
う
。
我
々
は
、

た
い
へ
ん
な
句
を
見
て
し
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

秋
風
や
ア
イ
ヌ
墓
標
の
聳そ

そ

り
切
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

  

「
旭
川
ア
イ
ヌ
墓
地
に
て
」
の
前
書
が
あ
る
。
こ
の
句
の
詳
し
い
理
解
は
、
こ
の
欄
で

も
時
折
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
地
元
の
作
家
・
深
谷
雄
大
氏
の
『
石
原
八
束
百
句
』

（
永
田
書
房
・
昭
和
六
二
年
刊
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
こ
う
。
こ
の
墓
地
の
由
来
、
疫
病

の
流
行
、
墓
標
と
木
の
説
明
、
ア
イ
ヌ
の
死
の
概
念
な
ど
多
岐
に
亘
っ
て
詳
ら
か
に
さ
れ

て
い
て
、
こ
の
句
の
理
解
に
は
欠
か
せ
な
い
解
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
書
か
ら
、
最
低

必
要
な
こ
と
の
み
を
引
く
と
、「
ア
イ
ヌ
の
墓
標
は
、
ク
ワ
と
呼
ば
れ
、
ハ
シ
ド
イ
の
木
で

作
ら
れ
る
」「
ク
ワ
は
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
死
者
の
杖
で
あ
る
。
死
者
が
男
な
ら
ば
、
先
端
を

尖
ら
せ
、
女
の
場
合
は
平
ら
に
削
る
」
「
死
者
は
そ
れ
ら
を
杖
と
し
て
死
の
世
界
に
ゆ
く
」

と
の
こ
と
。
さ
ら
に
、
雄
大
氏
の
こ
の
句
へ
の
端
的
な
評
を
引
こ
う
。 

「
こ
の
句
、
一
切
の
思
い
入
れ
を
取
り
去
っ
て
「
聳
（
そ
そ
）
り
切
り
」
と
い
う
一
点

だ
け
に
絞
っ
た
と
こ
ろ
が
見
事
で
あ
る
」 

 

渦
汐
や
艫と

も

に
臀と

呫な

め

の
赤
と
ん
ぼ 

 
 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

 

「
観
潮
」
だ
け
な
ら
ば
春
の
季
語
だ
が
、
こ
ち
ら
は
秋
の
渦
潮
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

渦
潮
を
間
近
く
し
な
が
ら
、
船
の
艫
に
は
赤
と
ん
ぼ
が
二
つ
交
尾
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

エ
ロ
チ
ッ
ク
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
冷
え
が
つ
の
っ
て
ゆ
く
渦
潮
の
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迫
る
中
で
の
交
尾
に
は
、
ど
こ
と
な
く
小
動
物
の
本
能
の
哀
し
さ
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。 

こ
の
句
は
、
上
五
で
の
切
れ
が
強
く
、
中
七
以
下
と
の
間
に
大
き
な
空
間
を
生
ん
で
い

る
。
中
七
以
下
は
、「
と
も
に
と
な
め
の
あ
か
と
ん
ぼ
」
と
「
と
」
の
音
の
繰
り
返
し
が
効

果
的
で
、
口
誦
性
に
富
む
。「
渦
潮
や
」
と
打
ち
出
さ
れ
た
と
き
は
、
春
の
渦
潮
か
と
も
思

う
が
、
「
赤
と
ん
ぼ
」
を
見
る
に
至
っ
て
、
「
あ
あ
秋
の
渦
潮
か
」
と
反
転
さ
せ
る
仕
掛
け

に
も
な
っ
て
い
る
。
渦
潮
の
大
景
に
対
照
的
な
、
赤
と
ん
ぼ
の
点
景
。
作
者
の
目
は
そ
の

一
点
の
「
赤
と
ん
ぼ
」
を
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
読
者
の
前
に
見
せ
る
。
い
く
ら
か
の
気
恥

ず
か
し
さ
を
覚
え
る
の
は
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。 

 

看
取
り
寒
し
笑
ひ
は
胸
に
き
て
と
ま
る 

 
 

（
昭
和
四
七
年
） 

  

入
院
の
妻
を
看
護
し
て
い
た
と
き
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
寒
し
」
と
い
う
季
語
は
、

季
節
的
に
温
度
が
低
く
て
寒
い
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、
心
理
的
な
寒
さ
を
表
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
八
束
は
そ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
は
ず
だ
。「
寒
し
」
と
い
う
季
語
に
二
重
の
意

味
を
含
ま
せ
て
用
い
る
手
法
を
、
作
者
は
長
く
考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
一
端
が

覗
か
れ
る
。 

 

「
笑
い
が
胸
に
き
て
と
ま
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
せ
つ
な
い
。
妻
の
言
葉
に
笑
い
を

誘
わ
れ
た
が
、
事
態
の
重
さ
に
胸
に
こ
み
あ
げ
て
き
て
も
喉
か
ら
は
外
に
出
な
い
の
だ
。

い
つ
も
の
よ
う
な
笑
い
声
が
出
ず
、
顔
だ
け
が
腑
抜
け
の
よ
う
に
ひ
き
つ
っ
て
い
る
。
諧

謔
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
露
わ
に
心
理
を
曝
し
て
い
て
、
読
者
の
方
も
戸
惑
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
句
を
も
っ
て
重
す
ぎ
る
か
ら
よ
く
な
い
と
い
う
の
は
、
当
た
っ
て
い
な

い
。
重
い
も
の
も
俳
句
で
詠
め
る
、
そ
の
こ
と
に
八
束
は
真
向
か
っ
て
い
る
。 

 

笑
い
が
昇
り
き
れ
な
い
滑
稽
さ
を
自
嘲
気
味
に
表
白
す
る
作
者
の
内
に
、
哀
し
み
は
否

応
な
く
つ
の
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

け
ら
け
ら
と
笑
へ
り
雪
の
積
り
を
り 

 
 

 

（
昭
和
四
七
年
） 

 

昨
日
に
つ
づ
く
「
看
護
五
句
」
の
中
の
一
句
。「
け
ら
け
ら
と
」
笑
っ
て
い
る
の
は
発
病

以
来
七
年
に
わ
た
っ
て
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
る
、
そ
の
再
入
院
の
妻
に
違
い
な
い
。

軽
や
か
な
笑
い
の
よ
う
な
が
ら
、
ど
こ
か
気
の
狂
れ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
主
人
公
の

笑
い
を
、
第
三
者
の
八
束
が
し
ず
か
に
眺
め
や
っ
て
い
る
よ
う
な
図
で
あ
ろ
う
。
妻
の
哀

し
い
ほ
ど
に
乾
い
た
笑
い
は
、
積
も
り
ゆ
く
雪
の
静
け
さ
に
吸
わ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
以
外

に
救
い
よ
う
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
笑
い
声
が
絶
望
の
淵
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
す
べ
で
あ
る

こ
と
は
、
病
気
の
妻
も
重
々
承
知
で
、
い
つ
ま
で
も
け
ら
け
ら
と
笑
い
つ
づ
け
て
い
る
の
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で
あ
ろ
う
。 

妻
の
笑
い
声
が
明
る
さ
を
装
え
ば
よ
そ
お
う
ほ
ど
、
雪
の
し
ず
け
さ
と
相
俟
っ
て
、
こ

の
句
も
哀
切
を
深
め
て
い
く
。
も
っ
と
も
子
ど
も
が
た
ん
に
明
る
く
笑
っ
て
い
る
と
い
う

図
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
訴
え
る
も
の
が
希
薄
で
は
な
い
か
。 

や
は
り
、
こ
の
句
は
「
け
ら
け
ら
と
」
い
う
妻
の
笑
い
声
と
積
も
り
や
ま
な
い
雪
の
声

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
な
ん
と
も
や
り
き
れ
な
い
哀
し
い
明
る
さ
の
句
だ
。 

 

黒く

ろ

凍じ

み
の
道
夜
に
入
り
て
雪
嶺
顕た

つ 
 

 

（
昭
和
四
七
年
） 

 

こ
の
句
集
の
代
表
句
と
も
い
え
る
作
。
黒
々
と
凍
て
き
っ
た
道
を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て

帰
る
作
者
。
や
が
て
夜
に
入
る
と
、
い
っ
た
ん
闇
に
隠
れ
た
雪
の
嶺
が
、
月
の
光
に
照
ら

さ
れ
て
妖
し
く
作
者
の
行
く
手
に
姿
を
ふ
た
た
び
現
し
た
と
い
う
の
だ
。 

こ
の
句
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
「
黒
凍
み
（
く
ろ
じ
み
）
」
と
い
う
北

飛
騨
の
方
言
を
句
に
活
か
し
た
こ
と
。
極
め
て
厳
し
く
凍
て
き
っ
た
さ
ま
を
い
う
の
に
、

「
じ
み
」
と
い
う
湿
潤
的
な
濁
音
は
、
風
土
性
を
引
き
出
し
て
効
果
的
だ
。「
黒
く
凍
て
た

る
道
」
と
い
え
ば
単
な
る
風
景
描
写
に
す
ぎ
な
い
が
、「
黒
凍
み
の
道
」
と
い
え
ば
音
韻
を

含
め
て
内
観
象
徴
的
な
詩
語
と
な
る
。
こ
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。 

二
つ
目
は
、「
雪
嶺
顕
つ
」
と
い
う
妖
し
い
光
を
も
っ
て
雪
嶺
を
夜
に
復
活
さ
せ
た
こ
と
。

「
黒
凍
み
の
道
」
が
象
徴
的
な
力
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
果
て
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、

こ
の
句
は
出
口
な
し
の
重
く
れ
た
だ
け
の
内
観
句
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
果
て
に
「
雪
嶺
」

が
蘇
っ
た
こ
と
で
、
作
者
の
行
く
手
に
人
智
を
は
る
か
に
超
え
た
よ
う
な
妖
し
い
光
が
作

者
を
い
ざ
な
う
よ
う
に
高
々
と
広
が
る
。
そ
れ
は
起
死
回
生
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
闘
病

の
妻
を
抱
え
な
が
ら
も
文
人
生
活
に
賭
け
て
や
ま
な
い
作
者
の
人
生
模
様
と
重
な
っ
て
、

そ
の
果
て
に
救
い
の
よ
う
な
境
地
を
指
し
示
す
の
だ
。
非
常
に
き
び
し
い
人
生
行
路
の
風

景
な
が
ら
、
読
者
が
救
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
。 

も
う
い
ち
ど
こ
の
句
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、「
凍
み
」
も
「
雪
嶺
」
も
強
い
冬
の
季
語

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
重
複
感
を
か
ん
じ
な
い
。
そ
れ
は
、「
凍
て
」
の
現
実

的
な
重
苦
し
さ
と
、「
雪
嶺
」
の
幻
想
的
な
妖
し
い
軽
や
か
さ
が
、
対
照
を
成
し
て
い
る
た

め
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
奥
行
き
と
同
時
に
垂
直
的
な
丈
の
高
さ
を
同
時
に
感
じ

さ
せ
る
句
だ
。
風
土
に
密
着
し
て
取
材
し
な
が
ら
、
内
観
造
型
の
手
法
を
も
っ
て
、
現
代

的
意
匠
の
俳
句
に
仕
立
て
上
げ
た
こ
と
が
、
こ
の
句
の
存
在
意
義
で
あ
る
か
と
思
う
。 

 
 馬

鹿
の
花
砂
の
鎖
を
脚
に
曳
く 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
八
年
） 

  

「
越
前
三
国
、
三
里
ケ
浜
に
咲
く
馬
鹿
の
花
は
、
詩
人
三
好
達
治
鍾
愛
の
花
な
り
、
風
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荒
き
砂
丘
の
叢
に
咲
く
う
す
む
ら
さ
き
の
夏
の
花
、
十
六
句
」
と
あ
る
連
作
の
中
の
一
句
。 

三
好
達
治
詩
集
『
砂
の
砦
』
中
の
一
作
「
馬
鹿
の
花
」
に
は
「
花
の
名
を
馬
鹿
の
花
よ

と
／
童
（
わ
ら
は
）
べ
の
問
へ
ば
こ
た
へ
し
／
紫
の
花
／
八
月
の
火
の
砂
に
咲
く
／
馬
鹿

の
花
」
と
の
一
節
が
あ
る
。 

こ
の
詩
は
、
詩
人
が
戦
時
中
隠
棲
し
た
福
井
県
三
国
町
の
三
里
浜
の
砂
丘
が
舞
台
だ
が
、

「
馬
鹿
の
花
」
に
つ
い
て
は
「
童
（
わ
ら
は
）
べ
の
問
へ
ば
こ
た
へ
し
」
と
あ
る
だ
け
で
、

花
の
名
前
は
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ハ
マ
ゴ
ウ
の
花
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を

い
つ
の
頃
か
ら
地
元
の
人
た
ち
が
「
馬
鹿
の
花
」
と
呼
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
は
よ
く
分

か
ら
な
い
。
た
だ
、
三
好
達
治
が
「
馬
鹿
の
花
」
と
詩
に
用
い
た
こ
と
は
事
実
で
、
俗
説

か
ど
う
か
も
含
め
て
こ
の
花
の
名
を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
も
よ
い
。 

さ
て
、
冒
頭
の
八
束
の
句
は
、「
馬
鹿
の
花
」
の
観
察
句
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
「
馬
鹿

の
花
」
を
三
好
達
治
に
見
立
て
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
八
束
本
人
を
重
ね
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
「
蔓
は
蜘
蛛
手
に
は
び
こ
り
て
」
と
詩
人
が
詠
ん
だ
こ
の
花
の
蔓
を
、

八
束
は
奴
隷
の
曳
く
「
足
の
鎖
」
に
た
と
え
た
。
運
命
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
と
も
す
れ

ば
「
八
月
の
火
の
砂
に
」
火
傷
し
そ
う
な
人
生
を
ひ
た
す
ら
歩
む
し
か
な
い
人
間
模
様
を
、

蜑
の
子
が
教
え
て
く
れ
た
「
馬
鹿
の
花
」
に
見
出
し
た
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。 

 

馬
鹿
の
花
詩
人
を
海
に
象
嵌
す 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
八
年
） 

  

実
は
、
こ
の
一
連
の
句
の
第
一
句
は
こ
の
作
品
。
九
頭
竜
川
河
口
に
ひ
ら
け
る
三
国
の

砂
丘
に
、
馬
鹿
の
花
が
薄
紫
の
花
を
連
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
馬
鹿
の
花
の
傍
ら
に
、

ほ
っ
そ
り
と
詩
人
三
好
達
治
が
佇
ん
で
い
る
よ
う
な
風
景
か
。
目
の
前
は
、
ど
こ
ま
で
も

真
っ
青
な
夏
の
海
。
そ
の
海
の
青
に
詩
人
の
輪
郭
が
ぴ
た
り
と
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
の
ま
ま
額
縁
に
で
も
な
る
よ
う
な
き
り
り
と
し
た
詩
人
の
表
情
が
見
え
て
く
れ
ば

よ
い
か
。 

 

三
好
達
治
の
三
国
行
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
折
に
ま
と
め
て
触
れ
た
い
が
、
こ
の
「
馬

鹿
の
花
」
が
は
か
な
く
破
れ
去
っ
た
詩
人
の
恋
を
暗
喩
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。「
詩
人
を
海
に
象
嵌
す
」
と
い
う
西
欧
詩
的
な
フ
レ
ー
ズ
も
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
を

訳
し
続
け
た
三
好
達
治
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

 

昏
睡
の
波
に
月
さ
す
馬
鹿
の
花 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
八
年
） 

  

「
昏
睡
の
波
」
と
い
う
心
理
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
出
し
た
句
。
夏
の
月
夜
の
波
の
た

ゆ
た
い
に
、
ふ
と
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
月
光
に
照
ら

さ
れ
た
「
昏
睡
の
波
」
、
そ
し
て
作
者
の
足
も
と
に
は
薄
紫
の
「
馬
鹿
の
花
」
が
一
刷
け
さ
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れ
た
よ
う
に
続
い
て
い
る
。
そ
ん
な
幻
想
的
な
中
に
心
理
的
な
危
う
さ
を
孕
ん
だ
句
だ
と

思
う
。 

 

こ
の
句
自
体
は
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
昏
睡
の
」
と

あ
え
て
心
理
的
な
あ
る
い
は
神
経
的
な
表
現
を
重
ね
て
み
た
と
こ
ろ
に
、
八
束
の
現
代
俳

句
へ
の
志
向
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
ま
ま
客
観
写
生
を
し
て
、
従
来
の
手
垢
ま
み
れ
の
俳

句
の
言
葉
で
書
く
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
何
か
が
、
八
束
の
胸
の
中
に
こ
も
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
表
現
方
法
の
革
新
を
目
指
し
て
の
、
八
束
の
地
道
な
努
力
が
さ
り
げ
な
く
滲
み

で
て
い
る
作
と
し
て
印
象
に
残
っ
た
。 

 

風
花
や
鵜
捕
り
切き

り

戸ど

の
荒
鵜
二
羽 

 
 

 

（
昭
和
四
八
年
） 

 

茨
城
県
日
立
市
（
旧
十
王
町
）
に
あ
る
伊
師
浜
（
い
せ
は
ま
）
で
の
作
。
こ
こ
は
白
砂

青
松
、
あ
る
い
は
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
南
端
に
断

崖
を
な
す
鵜
の
岬
に
は
、
海
鵜
の
飛
来
地
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
海
鵜
の
捕
獲
が
日
本
で
唯

一
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
岐
阜
県
の
長
良
川
は
じ
め
、
全
国
の
鵜
飼
い
に
海
鵜
を

供
給
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
限
定
が
前
提
に
あ
っ
て
、
こ
の
句
の
風
景
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。 

鵜
捕
り
の
シ
ー
ズ
ン
は
春
季
と
秋
季
ら
し
い
が
、
八
束
の
句
は
後
者
。
風
花
が
舞
う
冬

に
入
っ
て
の
頃
で
あ
ろ
う
。
八
束
の
随
筆
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
崖
の
途
中
に
隠
れ
る
よ
う

な
鵜
捕
り
小
屋
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
這
い
つ
く
ば
る
よ
う
に
し
て
、
先
に
鉤
の
つ
い
た
長

い
竿
の
よ
う
な
も
の
で
、
近
寄
っ
て
来
た
鵜
を
捕
獲
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
原
始

的
な
作
業
だ
っ
た
そ
う
だ
。 

こ
の
句
は
、
そ
の
断
崖
に
張
り
付
い
た
よ
う
な
鵜
捕
り
小
屋
の
小
さ
な
出
口
（
切
戸
）

に
、
捕
獲
さ
れ
た
二
羽
の
荒
鵜
（
ま
だ
飼
い
主
に
慣
れ
て
い
な
い
鵜
）
が
風
花
に
荒
立
っ

て
い
る
よ
う
な
風
景
か
と
思
う
。
お
そ
ら
く
断
崖
を
駆
け
上
っ
て
く
る
波
も
寒
々
と
烈
し

く
な
っ
て
く
る
頃
。
凄
絶
な
中
に
置
か
れ
た
二
羽
の
荒
鵜
が
な
に
や
ら
哀
れ
で
も
あ
る
。

ま
た
、
鵜
捕
り
師
の
人
生
と
い
う
も
の
の
厳
し
さ
も
見
え
て
く
る
句
だ
と
思
う
。 

 

月
光
の
玉
く
だ
け
ち
る
冬
ざ
く
ら 

『
石
原
八
束
』
（
花
神
社
・
平
成
七
年
刊
） 

  

原
作
は
昭
和
四
九
年
で
、
句
集
『
黒
凍
み
の
道
』
で
は
、〈
月
光
の
玉
く
だ
け
ち
る
寒
ざ

く
ら
〉
の
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
鬼
石
の
桜
は
「
寒
桜
＝
緋
寒
桜
」
で
は

な
く
て
「
冬
桜
」
で
あ
る
と
い
う
ミ
ス
に
、
八
束
自
身
が
気
づ
い
て
直
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
俳
句
自
身
の
響
き
か
ら
言
う
と
、
私
に
は
「
く
だ
け
ち
る
」
と
い
う
硬
質
な
響
き
を
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受
け
止
め
る
に
は
「
寒
ざ
く
ら
」
の
方
が
好
ま
し
く
思
え
る
が
、
こ
う
い
う
科
学
的
事
実

は
ゆ
が
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
仕
方
な
い
。
「
冬
ざ
く
ら
」
だ
と
、
「
月
光
の
玉
」
が

宙
で
音
を
立
て
て
こ
ま
か
く
砕
け
ち
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
清
尚
な
さ
ま
に
し
ず
か
に
薄

く
透
き
通
っ
て
凍
り
つ
い
て
ゆ
く
よ
う
な
、
時
間
を
ふ
く
ん
だ
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は

こ
れ
で
読
み
ご
た
え
の
あ
る
句
に
な
る
。 

 

元
日
の
山
宮

や

ま

み

や

に
出
づ
猟
の
径 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

「
河
上
徹
太
郎
先
生
に
従
つ
て
猟
場
を
歩
く 

三
句
」
と
前
書
の
あ
る
中
の
第
二
句
。

最
初
に
こ
の
句
を
見
た
と
き
、
鉄
砲
を
も
っ
た
狩
猟
と
は
い
え
、
淑
気
に
満
ち
た
品
の
よ

い
印
象
を
受
け
た
。
お
そ
ら
く
「
山
宮
（
や
ま
み
や
）
」
と
い
う
語
感
の
よ
さ
か
ら
だ
と
思

う
。
猟
の
径
を
辿
っ
て
く
る
と
、
小
さ
な
お
宮
に
出
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
新
年
の
お
参
り

を
し
て
、
そ
れ
か
ら
猟
を
始
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
猟
と
い
え
ど
も
神
の
山
の
獣
を
い
た
だ

く
の
だ
。
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
狩
の
風
景
に
似
た
心
躍
り
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
敬
虔

な
気
持
ち
に
惹
き
込
ま
れ
る
句
で
も
あ
る
。 

 

水
仙
を
背
負

か

こ

籠べ

に
入
れ
ぬ
海
は
雪 

 
 

 
 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

「
越
前
岬 

三
句
」
と
あ
る
中
の
第
一
句
。
越
前
の
越
廼
あ
た
り
の
水
仙
は
、
越
前
岬

の
海
に
迫
る
よ
う
な
急
斜
面
を
這
い
上
る
よ
う
に
い
ち
め
ん
に
咲
く
。
白
い
小
花
の
風
情

に
加
え
て
、
そ
の
香
り
が
ま
こ
と
に
よ
い
。
咲
く
時
期
は
年
に
よ
っ
て
幅
が
あ
る
が
、
だ

い
た
い
一
月
を
中
心
に
考
え
た
ら
よ
い
か
。
波
の
荒
い
日
に
は
、
し
ぶ
き
が
高
々
と
か
か

る
が
、
晴
天
の
日
は
、
真
っ
青
な
海
と
冬
空
と
に
対
し
て
芳
香
に
満
ち
た
水
仙
の
花
が
限

り
な
く
美
し
い
。 

こ
の
句
は
、
海
に
雪
が
降
っ
て
い
る
日
。
ど
ん
よ
り
し
た
海
と
空
の
押
し
か
ぶ
さ
る
中

を
、
刀
自
が
一
人
、
切
り
取
っ
た
水
仙
を
背
負
い
籠
に
入
れ
て
、
斜
面
を
な
す
水
仙
の
群

生
地
を
上
っ
て
行
く
さ
ま
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
き
び
し
い
風
土
の
中
に
、
清
ら
か

な
水
仙
を
背
に
し
た
生
活
詠
で
も
あ
る
。「
か
こ
べ
」
と
い
う
地
方
語
も
、
か
た
く
引
き
締

ま
っ
た
語
感
で
点
景
を
引
き
立
て
て
い
る
。
こ
の
句
は
、
伝
統
的
な
手
法
の
風
土
詠
で
、

「
か
こ
べ
」
と
い
う
語
を
拾
い
上
げ
た
と
こ
ろ
に
魅
力
の
一
つ
が
あ
る
。 

 

白
鳥
二
羽
湖
光
を
曳
い
て
帰
り
け
り 

 
 

 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

美
し
い
絶
唱
の
よ
う
な
句
で
、
最
初
の
頃
は
だ
い
ぶ
惹
か
れ
て
い
た
。
い
ま
で
も
、
こ
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の
重
苦
し
い
悲
傷
に
満
ち
た
句
集
の
中
で
救
い
の
よ
う
な
句
だ
と
思
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、「
二
羽
」
の
限
定
性
、「
曳
い
て
」
の
説
明
性
、「
帰
り
け
り
」
の
詠
嘆

性
と
、
一
句
の
中
に
こ
れ
ら
が
揃
う
と
、
少
々
作
意
的
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
。
八
束
の
心

理
状
況
を
忖
度
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
詠
ま
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
部
分
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
個
人
的
に
切
迫
し
た
状
況
か
ら
祈
り
の
よ
う
に
飛
び
去
る
白
鳥
を
見
送
ろ
う
と
す

る
、
そ
の
気
持
の
純
粋
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
心
象
句
と
し
て
削
り
上

げ
る
と
き
の
表
現
上
の
陥
穽
を
知
ら
さ
れ
る
句
で
も
あ
る
。
い
ま
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
し

て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。 

 

達
治
忌
や
妻
に
不
縁
は
さ
だ
め
な
り 

 
 

 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

三
好
達
治
の
越
前
三
国
で
の
恋
の
破
局
は
周
知
の
通
り
。
八
束
の
私
的
事
情
も
だ
い
ぶ

逼
迫
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
病
床
中
の
妻
が
生
き
て
い
る
間
に
、
ふ
つ
う
な
ら
ば

こ
の
よ
う
な
句
は
差
し
控
え
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
か
。
自
分
を
笑
い
飛
ば
す
し
か
出

口
が
な
い
よ
う
な
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
。
呪
わ
れ
た
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
悪
魔
に
唆
さ

れ
て
ぽ
ろ
り
と
吐
き
出
し
て
し
ま
っ
た
本
音
。
そ
の
よ
う
な
隙
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
句
で

は
な
い
か
。
八
束
も
や
は
り
弱
い
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
か
っ
た
。
崖
っ
ぷ
ち

で
の
期
せ
ず
し
て
こ
ぼ
れ
出
た
本
音
、
そ
れ
が
俳
句
の
フ
ォ
ル
ム
に
迷
い
を
入
れ
ず
、
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
（
＝
箴
言
）
め
い
た
さ
び
し
ら
の
寸
詩
に
な
っ
た
。
断
定
の
「
な
り
」
を
加

え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
さ
だ
め
な
り
」
の
ひ
ら
が
な
表
記
が
た
よ
り
な
い
よ
う
な
寂
寥

感
を
与
え
る
。 

 

さ
ゆ
ら
ぎ
も
な
く
ち
る
千
歳

ち

と

せ

桜
か
な 
 

 
 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

「
甲
州
武
川
村
山
高
神
代
ざ
く
ら 

二
句
」
と
前
書
き
の
あ
る
第
二
句
。
も
う
一
句
は

〈
咲
き
み
ち
て
幹
の
空
洞
（
う
ろ
）
鳴
る
大
ざ
く
ら
〉
。
桜
で
は
、
〈
ゆ
さ
ゆ
さ
と
大
枝
ゆ

る
る
桜
か
な 

村
上
鬼
城
〉
と
対
照
を
な
す
よ
う
な
句
。
大
枝
が
揺
れ
て
も
花
び
ら
が
離

れ
な
い
よ
う
な
咲
き
誇
る
と
き
の
桜
と
、
何
も
な
く
て
も
さ
ら
さ
ら
と
枝
を
離
れ
て
ゆ
く

落
花
の
頃
の
さ
く
ら
の
花
び
ら
。「
さ
ゆ
ら
ぎ
も
な
く
ち
る
」
に
写
生
の
目
が
効
い
て
い
る
。

神
代
桜
の
幹
の
方
は
何
が
あ
っ
て
も
動
じ
な
い
よ
う
な
威
厳
に
満
ち
て
い
て
、
一
方
、
花

び
ら
の
方
は
寿
命
が
き
た
ら
、
み
ず
か
ら
自
然
に
去
っ
て
ゆ
く
。
一
本
の
桜
の
木
に
は
、

こ
の
対
照
が
同
居
し
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
こ
の
句
を
読
み
な
が
ら
感
じ
た
。 

 

雁
鳴
く
と
聞
え
し
は
夢
妻
病
め
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
九
年
） 
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「
十
年
越
し
入
院
を
繰
り
返
す
家
人
を
看
取
る 

四
句
」
と
あ
る
中
の
第
一
句
。
ふ
し

ぎ
な
感
覚
の
句
だ
。
雁
が
鳴
い
た
よ
う
に
聞
こ
え
た
が
、
そ
れ
は
夢
で
あ
っ
た
。
目
覚
め

て
み
る
と
、
そ
ば
で
妻
は
相
変
わ
ら
ず
病
床
に
い
る
。
と
い
う
よ
う
な
句
意
で
あ
ろ
う
。

妻
と
同
じ
夢
を
見
た
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
雁
が
鳴
い
た
よ
う
に
聞

こ
え
た
」
と
い
う
裏
に
は
、
雁
が
飛
来
す
る
季
節
で
あ
る
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
と
し
て
あ

ろ
う
。
八
束
は
、
徹
夜
続
き
の
仕
事
を
抱
え
な
が
ら
、
一
方
で
長
病
み
の
瀕
死
の
妻
を
抱

え
、
こ
の
よ
う
な
夢
う
つ
つ
の
毎
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
う
い
え
ば
、
八
束
自
ら
の
絶
唱
と
も
受
け
取
れ
る
〈
雁
も
舟
も
海
峡
わ
た
る
と
き
迅

し
〉
に
も
、
や
は
り
雁
が
登
場
す
る
。
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
去
り
の
符
牒
の
よ
う

で
あ
ら
た
め
て
感
じ
入
っ
た
。 

 

宿
世
断
つ
神
等
去
出
の
海
渡
り
け
り 

 
 

 

（
昭
和
四
九
年
） 

  

「
家
人
を
病
院
に
お
い
て
ひ
と
り
隠
岐
に
わ
た
る
」
と
前
書
が
あ
り
、「
神
等
去
出
（
か

ら
さ
で
）
は
十
一
月
下
旬
、
出
雲
佐
多
神
社
の
お
忌
み
祭
」
と
の
後
註
が
あ
る
。
神
在
月

に
、
出
雲
に
集
ま
っ
た
神
々
が
諸
国
に
帰
っ
て
ゆ
く
と
き
の
安
寧
を
祈
る
祭
が
「
神
等
去

出
」
だ
が
、
こ
の
時
期
に
雷
が
起
こ
り
や
す
く
天
候
も
荒
れ
る
と
の
こ
と
。 

 

こ
の
句
の
前
に
第
一
句
の
〈
袈
裟
が
け
に
神
等
去
出
の
雷
海
を
裂
く
〉
が
あ
る
こ
と
を

見
れ
ば
、
こ
の
句
が
そ
の
雷
鳴
を
背
景
に
し
た
句
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
一
句
独
立
と
し
て
「
雷
鳴
」
ま
で
引
き
出
せ
る
か
ど
う
か
。 

 

た
だ
、「
宿
世
断
つ
」
ほ
ど
の
覚
悟
で
隠
岐
へ
渡
る
と
い
え
ば
、
誰
も
晴
天
で
穏
や
か
な

海
を
渡
る
と
は
思
う
ま
い
。
雷
鳴
ま
で
は
な
く
と
も
、
雷
鳴
が
い
つ
始
ま
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
よ
う
な
荒
れ
始
め
そ
う
な
「
神
等
去
出
」
の
頃
の
海
を
思
う
に
違
い
な
い
。「
心
の

中
の
雷
鳴
」
と
で
も
言
お
う
か
。
そ
れ
が
了
解
さ
れ
れ
ば
、
八
束
は
、
こ
の
句
の
表
現
の

上
で
「
雷
鳴
」
を
省
略
で
き
た
こ
と
に
な
る
。 

 

難
病
の
妻
を
病
院
に
置
い
て
、
こ
の
世
の
縁
を
切
る
よ
う
な
不
退
転
の
思
い
で
、
隠
岐

に
渡
る
八
束
。
心
の
中
に
雷
鳴
と
相
渉
る
気
迫
を
抱
え
て
の
旅
立
ち
と
は
、
内
心
の
詩
の

呼
び
声
に
従
う
、
い
か
に
も
八
束
ら
し
い
ロ
マ
ン
派
的
な
行
動
で
あ
る
。 

 

  

第
六
句
集
『
黒
凍
み
の
道
』 


