
■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
六
十
五
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 
熊
野
の
夏
大
斎
原
は
宇
宙
卵 

 
 
 
 
 
 

小
林
貴
子 

（
句
集
『
黄
金
分
割
』（
二
〇
一
九
年
・
朔
出
版
刊
）） 

本
句
集
は
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
七
年
間
の
作
品

で
編
ま
れ
て
い
る
第
四
句
集
で
あ
る
。
と
に
か
く
存
分
に
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
。
何
よ
り
も
次
の
一
句
に
は
、
作
者
の
豪
胆
さ
と
自
由
さ
と
好

奇
心
が
満
ち
満
ち
て
い
る
。 

チ
ャ
ー
ゴ
グ
ガ
ゴ
グ
マ
ン
チ
ャ
ウ
グ
ガ
ゴ
グ
チ
ャ
ウ
バ
ナ
ガ
ン
ガ
マ
ウ
グ
湖
涼
し 

「
ア
メ
リ
カ
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
湖
」
と
前
書
が
あ
る
が
、
原
住

民
に
伝
わ
る
呪
文
の
よ
う
な
、
外
国
人
に
は
謎
だ
ら
け
の
名
称
だ
が
、

な
ん
だ
か
魚
群
や
ら
水
鳥
や
ら
精
霊
や
ら
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
う
じ
ゃ
う
じ

ゃ
い
る
よ
う
で
愉
快
だ
。
こ
の
長
さ
暗
唱
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

ち
な
み
に
、
ひ
と
昔
前
、
世
界
で
一
番
長
い
駅
名
を
暗
記
し
て
い
て
、

英
和
大
辞
典
に
載
っ
て
い
る
ス
ペ
ル
と
発
音
が
数
か
所
違
う
と
指
摘
し

て
こ
ら
れ
た
方
が
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
駅
名
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
は
、 
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で
あ
っ
た
。
五
十
八
文
字
。
こ
れ
も
寿
限
無
の
よ
う
だ
。 

 

閑
話
休
題
。
冒
頭
に
引
い
た
句
は
、
広
や
か
さ
の
限
界
を
呼
び
込
ん

だ
よ
う
な
大
ら
か
で
遊
び
心
に
富
ん
だ
句
だ
。
熊
野
古
道
を
歩
い
て
い

く
と
、
熊
野
川
の
流
れ
る
広
や
か
な
平
地
に
出
る
。
そ
こ
が
大
斎
原

お
お
ゆ
の
は
ら

で
、
大
き
な
鳥
居
の
後
ろ
の
小
さ
な
森
の
中
に
熊
野
本
宮
大
社
が
あ
る
。

熊
野
の
山
々
に
囲
ま
れ
て
ぽ
っ
か
り
空
い
た
よ
う
な
神
域
。
な
る
ほ
ど

こ
こ
な
ら
ば
「
宇
宙
」
か
ら
産
み
落
と
さ
れ
た
卵
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
卵
が
孵
っ
て
新
し
い
宇
宙
が
生
ま
れ
る
の
は
何
十
億
年
後
か
。

膨
大
な
未
来
の
時
間
が
こ
こ
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
夏
の
熊
野

の
照
り
つ
け
る
よ
う
な
光
を
、
孵
る
日
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
蓄
え

な
が
ら
。
大
斎
原
は
途
轍
も
な
い
幻
想
的
な
未
知
の
宇
宙
を
抱
え
込
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う
。 

そ
の
他
に
も
、
〈
諏
訪
の
湖
大
軽
率
鳥

お

ほ

を

そ

ど

り

を
氷
上
に
〉〈
あ
ら
た
ま
の
綾 あ

や

蝶
は
び
る

舞
ふ
宮
古
島
〉
〈
大
阪
の
夜
の
こ
て
こ
て
の
氷
菓
か
な
〉
〈
林
中
に

獣
の
尸

か
ば
ね

霧
氷
咲
く
〉〈
粥

し
ゆ
く

罷 は

な
り
僧
の
弾
指
の
涼
し
さ
も
〉〈
首
里
城

を
渡
る
夏
ぐ
れ
龍
か
と
も
（
注
：
夏
ぐ
れ
＝
夕
立
）〈
巣
立
ち
時
磯
鵯
の

ぽ
や
ぽ
や
毛
〉
な
ど
、
言
葉
へ
の
好
奇
心
が
作
家
と
し
て
純
粋
に
働
い

て
い
る
。
だ
か
ら
、
内
容
に
加
え
て
言
葉
探
し
の
楽
し
さ
に
共
感
で
き

る
。
ま
た
、
〈
月
祀
る
篝
火
の
炎 ほ

に
根
の
あ
ら
ず
〉〈
仲
良
く
は
な
い
が

集
ま
り
冬
眠
す
〉
に
も
強
く
共
感
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
六
十
四
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 
て
ん
で
ん
に
遊
ぶ
子
て
ん
で
ん
に

嚏
く
し
ゃ
み 

 
 

佐
怒
賀
直
美 

（
『
佐
怒
賀
直
美
集
』
自
註
現
代
俳
句
シ
リ
ー
ズ
⒓
期
㊼
・ 

 

令
和
元
年
・
公
益
社
団
法
人
俳
人
協
会
刊
） 

俳
人
協
会
の
自
註
シ
リ
ー
ズ
は
す
で
に
十
二
期
に
入
っ
て
い
る
。
一
つ

の
シ
リ
ー
ズ
の
出
版
を
長
年
継
続
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
自
註
句
集
に
収
め
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
五
十
七
年
の
出
発
点
か
ら

平
成
十
六
年
ま
で
の
三
百
句
。
独
立
し
た
一
般
の
句
集
と
は
性
格
付
け

の
異
な
る
点
が
興
味
深
い
。
こ
の
自
註
句
集
で
は
、
家
族
や
恩
師
へ
の

思
い
が
濃
厚
に
心
地
よ
く
流
れ
て
い
る
。
〈
清
水
掬
む
と
き
黒
髪
の
風

と
な
る
〉
は
妻
の
由
美
子
に
捧
げ
る
愛
の
歌
。
い
ま
再
読
し
て
も
瑞
々

し
い
。
い
わ
ば
、
俳
句
に
絡
ん
だ
作
者
の
自
伝
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

に
な
っ
て
い
る
。 

 

い
ま
ま
で
の
句
集
の
際
に
見
逃
し
て
い
て
、
今
回
新
た
に
気
づ
い
た

句
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
〈
曲
が
り
端 は

な

で
で
虫
は
胴
膨
ら
ま
す
〉
〈
か

ま
ど
う
ま
の
尻
押
せ
ば
跳
ぶ
若
狭
晴
〉
〈
風
止
ん
で
蝌
蚪
密
集
の
安
寿

塚
〉〈
門
柱
に
白
鷺
の
ゐ
る
三
日
か
な
〉〈
膝
頭
に
川
受
け
止
め
て
鰍

か
じ
か

獲

る
〉
な
ど
動
物
を
読
み
込
ん
だ
句
で
あ
る
。 

恩
師
の
松
本
旭
に
も
、
そ
の
研
究
対
象
だ
っ
た
村
上
鬼
城
に
も
、
す
ぐ

れ
た
動
物
の
句
が
多
い
が
、
直
美
も
ど
こ
か
で
そ
の
気
息
を
引
き
継
い

で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
「
で
で
虫
」
の
句
は
具
体
的
に
よ

く
観
察
し
た
作
で
、
こ
れ
も
代
表
句
と
し
て
堂
々
と
し
た
写
生
句
で
あ

る
。
自
宅
に
は
、
（
餌
を
や
っ
て
い
る
の
で
野
良
猫
で
は
な
い
）
三
毛

猫
や
、
（
先
住
者
と
し
て
居
付
い
て
い
た
）
蛇
や
、
セ
キ
セ
イ
イ
ン
コ

な
ど
、
動
物
と
の
交
流
も
け
っ
こ
う
密
な
の
で
あ
る
。 

 

冒
頭
の
句
は
、
家
族
詠
の
一
つ
だ
が
、
「
決
し
て
中
の
悪
い
わ
け
で

は
な
い
の
だ
が
、
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
に
熱
中
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
感
じ
る
一
瞬
で
も
あ
っ
た
。
」
と
の
自
註

が
あ
る
。
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
『
少
年
少
女
』（
三
好
達
治
訳
）

に
で
も
出
て
き
そ
う
な
情
景
で
あ
る
。
幼
い
兄
弟
で
も
す
こ
し
離
れ
て

そ
れ
ぞ
れ
一
人
遊
び
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
視
点
か
ら
詠
ま
れ

た
俳
句
は
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
い
。
普
段
仲
が
い
い
か
ら
、
風
邪
も

同
じ
時
期
に
引
き
、
次
々
に
嚏
を
す
る
。
表
現
的
に
は
、
く
だ
け
た

「
て
ん
で
ん
に
」
の
口
語
の
繰
り
返
し
が
一
句
の
リ
ズ
ム
を
軽
快
に
し

て
い
る
上
、
句
末
の
「
嚏
」
の
据
え
方
も
心
地
よ
い
意
外
感
が
あ
っ
て

効
果
的
で
あ
る
。
五
・
四
・
五
・
三
の
変
則
的
リ
ズ
ム
な
が
ら
も
、
親

し
さ
の
あ
る
口
誦
性
に
す
ぐ
れ
た
一
句
と
な
っ
て
い
る
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
六
十
三
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
夕
焼
け
の
腸わ

た

豹
に
詰
め
剝
製
師 

 
 

高
岡 

修 

 
 
 
 
 

（
二
〇
一
九
年
刊
・
句
集
『
剝
製
師
』
・
深
夜
叢
書
社
） 

鹿
児
島
の
詩
人
・
俳
人
で
あ
る
高
岡
修
さ
ん
よ
り
第
七
句
集
『
剝
製

師
』
を
い
た
だ
い
た
。
頁
を
繰
る
た
び
に
現
代
詩
的
な
手
法
の
暗
黒
句

が
押
し
寄
せ
惹
き
込
ま
れ
た
。
作
者
の
闇
は
、
宇
宙
に
抱
か
れ
た
深
い

鎮
魂
の
闇
で
も
あ
り
悲
し
く
優
し
い
。
烈
し
い
創
作
意
欲
と
強
靭
な
想

像
力
か
ら
前
衛
的
な
詩
的
世
界
が
次
々
に
更
新
さ
れ
、
心
地
よ
い
読
了

感
を
得
た
。
帯
文
に
「
世
界
に
（
あ
る
い
は
全
宇
宙
に
）
無
数
に
あ
る

痛
点
を
、
言
葉
の
針
に
よ
っ
て
刺
し
貫
く
、
そ
の
痛
点
の
輝
き
が
、
現

在
の
俳
句
の
喩
空
間
で
あ
る
」（
高
岡
修
）
と
も
記
す
。 

 

全
体
は
六
つ
の
章
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
章
題
を
見
る
だ
け
で

も
本
句
集
の
色
合
い
は
見
え
て
く
る
。
順
に
、「
現
象
の
地
平
」「
水
棺
」

「
死
の
ゲ
ノ
ム
」「
流
刑
」「
海
鳴
り
の
図
鑑
」「
剝
製
師
」
。 

特
に
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
三
・
一
一
や
原
爆
へ
の
思
い
の
句
も
含
め

て
、
〈
蝶
の
舌
水
の
殺
意
に
触
れ
ひ
る
む
〉〈
そ
れ
ぞ
れ
の
眼
差
し
持
ち

て
流
さ
れ
る
〉〈
死
地
へ
行
く
象
の
背
後
の
よ
う
な
春
〉〈
の
た
う
ち
て

誰(

た)

が
打
擲
す
天
の
川
〉〈
暗
黒
の
蝶
の
欠
伸
よ
無
の
ゆ
ら
ぎ
〉〈
か

い
や
ぐ
ら
子
の
骨
ひ
ろ
う
こ
の
箸
も
〉〈
に
れ
か
む
は
牛
の
か
た
ち
の
蜃

気
楼
〉〈
キ
ノ
コ
雲
の
菌
糸
び
っ
し
り
国
家
論
〉〈
顔
を
脱
ぎ
や
さ
し
い

闇
と
な
っ
て
い
る
〉〈
転
生
の
子
の
ま
だ
未
生
な
る
花
野
〉〈
柩
閉
ず
碧

い
氷
河
を
孵
す
た
め
〉
な
ど
。 

 

さ
て
、
冒
頭
掲
出
の
句
だ
が
、
「
剝
製
師
」
は
実
際
に
存
在
す
る
。

人
間
以
外
の
、
死
ん
だ
動
物
に
新
た
な
息
を
吹
き
込
む
貴
重
な
職
で
も

あ
る
。
芸
術
的
で
も
あ
り
、
科
学
標
本
と
し
て
の
価
値
も
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
か
ら
私
が
受
け
た
第
一
印
象
は
、
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
剝
製
制
作
の
情
景
だ
。
動
物
は
「
豹
」
。
「
豹
は

死
し
て
皮
を
留
め
、
人
は
死
し
て
名
を
留
む
」
。
そ
の
豹
に
、
一
旦
抉

り
出
し
た
内
臓
に
代
わ
っ
て
、
あ
の
焼
け
爛
れ
た
よ
う
な
夕
焼
の
腸
を

詰
め
込
む
と
い
う
の
だ
。
遠
い
時
代
の
世
界
の
ど
こ
や
ら
で
秘
儀
や
祝

祭
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
幻
の
風
景
が
現
出
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚

を
覚
え
た
。
実
際
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
が
、
詩
の
一
行
と
し
て
は
、

夕
焼
と
い
う
よ
り
深
い
宇
宙
の
命
と
繋
が
っ
た
豹
の
生
命
感
が
リ
ア
ル

に
蘇
る
。
一
見
超
現
実
的
に
映
る
こ
の
「
剝
製
師
」
こ
そ
、
鎮
魂
や
祈

り
の
も
と
に
、
詩
を
も
っ
て
死
後
の
永
遠
の
蘇
生
を
図
る
詩
人
の
自
画

像
と
も
思
え
る
。
想
像
力
に
よ
る
世
界
の
豊
か
さ
を
こ
の
句
集
に
見
た
。



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
六
十
二
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 
素
裸

す
は
だ
か

の
み
み
ず
よ
地
割
れ
の
太
鼓
鳴
る 

 

石
牟
礼
道
子 

（『
石
牟
礼
道
子
全
句
集 

泣
き
な
が
原
』
藤
原
書
店
） 

 

今
年
の
現
代
俳
句
協
会
の
評
論
賞
は
武
良
竜
彦
さ
ん
（71

）
に
決
ま

っ
た
。
対
象
評
論
は
、
「

桜
し
ゃ
く
ら

の
花
の

美
い
つ
く

し
さ
よ
う
な
あ 

―
石
牟

礼
道
子
俳
句
が
問
い
か
け
る
も
の
」
で
あ
る
。
石
牟
礼
道
子
は
、
も
ち

ろ
ん
水
俣
病
を
主
題
に
し
た『
苦
海
浄
土
』で
知
ら
れ
る
作
家
で
あ
る
。

武
良
さ
ん
の
評
論
は
、
石
牟
礼
文
学
を
包
括
す
る
視
点
か
ら
、
そ
の
俳

句
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
力
論
で
あ
っ
た
。
俳
句
総
合
誌
編
集
者
向
け

の
現
代
俳
句
協
会
の
「
定
例
会
見
」
で
も
、
『
苦
海
浄
土
』
を
は
じ
め

と
す
る
著
作
が
文
学
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
、
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ

ス
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
も
印
象
深
か
っ
た
。 

 

上
掲
の
句
に
出
合
っ
て
戦
慄
が
走
っ
た
。
原
初
的
で
鮮
烈
な
イ
メ
ー

ジ
な
が
ら
、
文
字
に
意
味
を
追
い
始
め
る
と
、
人
間
の
悲
劇
が
暗
然
と

し
て
見
え
て
く
る
。
「
素
裸
の
み
み
ず
よ
」
と
は
な
ん
と
瑞
々
し
い
恥

辱
と
無
力
感
を
伝
え
る
内
観
的
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
人
為
的
な
災
害
で

あ
る
水
俣
病
に
虫
け
ら
の
よ
う
に
翻
弄
さ
れ
た
人
間
を
「
み
み
ず
」
に

見
立
て
た
の
だ
ろ
う
が
、
一
句
独
立
の
読
み
か
ら
は
「
水
俣
病
」
の
背

景
ま
で
は
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
勘
の
い
い
読
者
な
ら
ば
、

こ
の
句
に
大
き
な
暗
喩
性
を
読
み
取
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
。
「
太
鼓
」
と
い
う
の
は
伝
達
や
祭
祀
に
用
い
る
原
始
的
な
楽
器
で

も
あ
る
が
、
こ
の
句
で
は
悪
魔
の
所
業
を
思
わ
せ
る
凄
絶
な
振
動
と
音

量
を
も
っ
て
、
「
地
割
れ
」
と
い
う
奈
落
の
底
を
見
せ
な
が
ら
、
「
素

裸
の
み
み
ず
」
に
急
迫
し
、
読
者
の
胸
中
を
も
深
く
揺
さ
ぶ
る
。
「
地

割
れ
の
太
鼓
」
は
も
は
や
誰
に
も
制
御
で
き
な
い
の
か
。
水
俣
病
や
原

発
の
災
害
も
含
め
て
、
世
界
の
崩
壊
は
回
避
で
き
る
の
か
。
天
災
を
超

え
る
ほ
ど
の
人
災
の
悲
劇
の
中
で
「
み
み
ず
」
の
人
間
の
尊
厳
は
い
か

に
問
わ
れ
る
の
か
。
本
句
に
見
え
る
生
命
の
危
機
感
と
事
態
の
切
迫
感

は
、
暗
喩
性
の
中
に
も
強
い
内
実
を
伝
え
て
く
る
。 

 

句
集
に
は
、
黒
田
杏
子
さ
ん
が
引
か
れ
た
〈
祈
る
べ
き
天
と
お
も
え

ど
天
の
病
む
〉〈
さ
く
ら
さ
く
ら
わ
が
不
知
火
は
ひ
か
り
凪
〉〈
毒
死
列

島
身
悶
え
し
つ
つ
野
辺
の
花
〉
以
外
に
も
、
〈
け
し
一
輪
か
ざ
し
て
連

れ
ゆ
く
白
い
象
を
〉
〈
ふ
る
さ
と
は
桃
の
蕾
ぞ

出
し
ゅ
っ

魂 こ
ん

儀 ぎ

〉
〈
天
上
に
棲

み
替
え
て
蛙
ら
の
声
や
よ
し
〉〈
雲
の
上
に
綾 あ

や

蝶
は
び
ら

舞
い
雷
鳴
す
〉
な
ど

印
象
深
い
句
が
散
見
さ
れ
る
。
是
非
ご
一
読
を
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
六
十
一
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
座
持
よ
き
流
灯
あ
れ
は
き
つ
と
母 

 
 
 
 

水
内
慶
太 

（
平
成
二
六
年
作
・
句
集
『
水
の
器
』
・
本
阿
弥
書
店
刊
） 

 

水
内
慶
太
さ
ん
の
第
二
句
集
『
水
の
器
』
を
い
た
だ
い
て
早
速
拝
読

し
た
。
季
節
ご
と
に
「
銀
漢
亭
」
で
の
超
結
社
句
会
に
同
席
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
が
、
お
誘
い
く
だ
さ
っ
た
の
も
水
内
さ
ん
だ
っ
た
か
と

思
う
。
若
き
日
に
上
田
五
千
石
に
師
事
し
、
飾
ら
ぬ
正
直
な
師
に
接
し

た
思
い
出
を
し
ば
し
ば
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
情
（
こ
こ
ろ
）

の
つ
な
が
り
の
濃
さ
が
美
酒
の
肴
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
中
原

道
夫
さ
ん
の
「
銀
化
」
を
経
て
、
『
月
の
匣
』
を
平
成
二
二
年
に
創
刊
。

今
日
に
至
っ
て
い
る
。
水
内
さ
ん
に
は
、
も
う
一
人
、
村
上
護
さ
ん
と

い
う
師
が
あ
っ
た
。
私
も
何
度
か
一
緒
に
過
ご
す
機
会
を
い
た
だ
い
た

が
、
は
に
か
み
が
ち
に
若
い
人
に
も
分
け
隔
て
な
く
接
し
て
く
だ
さ
る

村
上
さ
ん
の
温
か
さ
は
、
い
つ
ま
で
も
心
に
残
っ
た
。
今
回
の
句
集
で

水
内
さ
ん
は
、
二
人
の
師
へ
、
〈
畦
秋
忌
を
思
へ
ば
木
の
実
あ
た
た
か

し
〉〈
ま
も
さ
ん
と
同
行
に
に
ん
水
の
夏
〉
を
献
呈
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
師
の
五
千
石
は
「
眼
前
直
覚
」
を
説
か
れ
た
が
、
作
者
の
句

風
の
基
調
も
瞬
間
的
な
感
動
の
把
握
で
あ
る
。
情
を
引
き
出
す
景
の
把

握
と
言
っ
て
も
よ
い
。
〈
し
ほ
さ
ゐ
の
間
遠
を
若
狭
し
ぐ
れ
か
な
〉〈
雪

渓
を
踏
み
は
つ
こ
ひ
の
次
の
恋
〉〈
青
簾
ぬ
け
き
て
に
ほ
ふ
風
の
傷
〉〈
手

毬
つ
く
手
の
作
り
だ
す
闇
の
あ
り
〉〈
雪
の
降
る
街
に
売
ら
れ
て
く
る
魚

族
〉〈
い
か
な
ご
や
昼
よ
り
日
暮
明
る
く
て
〉
な
ど
佳
品
に
恵
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
他
に
、
〈
虹
生
え
て
来
る
ま
で
穴
に
水
遣
り
ぬ
〉〈
死
ぬ
と
い

ふ
一
遊
の
こ
し
大
朝
寝
〉〈
旅
に
ゐ
て
書
淫
を
と
ほ
す
き
り
ぎ
り
す
〉
な

ど
の
心
の
遊
び
も
愉
快
で
あ
る
。 

最
後
に
、
上
掲
の
句
に
触
れ
よ
う
。
ま
こ
と
に
人
間
味
に
溢
れ
た

母
恋
の
句
と
な
っ
て
い
る
。
「
座
持
よ
き
」
に
は
親
し
さ
と
軽
い
ユ
ー

モ
ア
を
感
じ
る
。
母
が
い
る
だ
け
で
客
や
ら
友
人
や
ら
家
族
や
ら
皆
が

く
つ
ろ
い
だ
時
間
を
共
有
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
明
朗
で
機
転
が
利
き
ほ

ど
よ
く
お
節
介
な
情
を
持
つ
、
皆
か
ら
好
か
れ
親
し
ま
れ
る
庶
民
的
性

格
の
母
。
そ
ん
な
こ
と
を
勝
手
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
流

灯
の
中
に
、
ま
わ
り
を
囲
ま
れ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
流
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
母
の
流
灯
に
ち
が
い
な
い
。
「
あ
れ
は
き
つ
と
母
」
と

い
う
口
語
表
現
に
心
の
余
裕
も
遊
び
も
普
段
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、

気
取
ら
な
い
親
し
み
の
あ
る
句
に
な
っ
て
い
る
。 

 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
六
十
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
先
陣
や
人
馬
闇
の
藪
の
中 

 
 
 

中
村
寒
郎 

人
馬
痩
体
藪
の
奥
な
る
呻
き
ご
え 

 
 
 

〃 

今
年
一
月
に
他
界
さ
れ
た
寒
郎
さ
ん
の
絶
句
。
意
識
も
朦
朧
と
し

た
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
読
み
解
く
に
な
か
な
か
困
難
な
漢

字
も
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
見
当
を
も
っ
て
結
論
と
し
た
い
。 

寒
郎
さ
ん
は
、
仏
文
学
者
と
し
て
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
や
ラ
ン
ボ
ー
は
じ
め

象
徴
主
義
の
詩
人
た
ち
、
サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
な
ど
、
現
代
文
学
を

研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
画
家
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
世
界
に
も
惹
か
れ
、
マ
ル

テ
ィ
ニ
ッ
ク
島
ま
で
単
身
渡
航
も
果
た
さ
れ
た
。
一
方
、
社
会
参
加

(

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン)

の
態
度
も
取
り
続
け
ら
れ
た
。
「
秋
」
に
寄
稿

さ
れ
た
文
章
に
も
、
沖
縄
戦
や
沖
縄
の
基
地
問
題
、
広
島
・
長
崎
へ
の

原
爆
、
水
俣
病
、
原
発
問
題
、
憲
法
九
条
等
々
、
広
い
現
実
的
な
視
野

が
う
か
が
わ
れ
、
傲
慢
な
権
力
へ
の
批
判
と
庶
民
生
活
へ
の
共
感
を
基

調
に
、
社
会
活
動
へ
の
参
加
も
永
続
さ
れ
た
。
昨
年
、
弾
圧
さ
れ
た
新

興
俳
句
俳
人
た
ち
の
「
不
忘
の
碑
」
と
「
檻
の
俳
句
館
」
を
マ
ブ
ソ
ン

青
眼
さ
ん
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
と
て
も
喜
ん
で
お
ら
れ
た
。
マ
ブ
ソ
ン

さ
ん
が
な
さ
れ
た
金
子
兜
太
の
戦
争
体
験
談
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
も
関

心
を
持
ち
、
「
秋
」
に
も
長
文
の
書
評
を
病
中
な
が
ら
執
筆
さ
れ
た
。

こ
れ
が
最
後
の
執
筆
原
稿
に
な
っ
た
か
と
思
う
。 

さ
て
、
上
掲
句
で
は
、
先
の
戦
争
の
、
人
だ
け
で
な
く
、
兵
と
運
命
を

共
に
し
た
馬
へ
も
鎮
魂
の
思
い
は
と
ど
く
。
一
句
目
は
、
藪
の
中
で
先

陣
と
し
て
の
出
撃
を
待
っ
て
い
る
人
馬
を
、
深
い
大
陸
の
闇
が
包
み
込

む
風
景
で
あ
ろ
う
か
。
二
句
目
は
、
疲
労
や
病
気
、
飢
餓
な
ど
で
痩
せ

細
っ
た
人
馬
に
思
い
を
馳
せ
る
。「
藪
の
中
」に
身
を
隠
し
て
い
る
が
、

そ
の
奥
か
ら
は
「
呻
き
ご
え
」
が
聞
こ
え
て
く
る
。
戦
争
の
悲
運
に
翻

弄
さ
れ
た
人
と
馬
の
凄
惨
な
最
期
を
思
い
描
く
。
自
ら
の
最
期
に
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
追
体
験
的
な
幻
想
に
見
舞
わ
れ
た
の
か
は
謎
だ
が
、
読
み

方
に
よ
っ
て
は
、
二
句
と
も
、
戦
地
の
人
馬
に
闘
病
中
の
自
ら
の
最
期

の
心
境
を
重
ね
た
と
も
思
え
る
。 

 

寒
郎
さ
ん
一
家
と
は
、
義
父
・
橋
本
喜
典
と
そ
の
家
族
は
若
い
時
か

ら
の
交
流
が
あ
っ
た
。
私
も
学
生
の
頃
に
面
識
を
得
て
以
来
、
四
十
年

を
超
え
る
お
付
き
合
い
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
「
秋
」
で
俳
句
の
友
人

に
な
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
足
先
に
旅
立
た
れ
た
奥

様
の
二
三
恵
さ
ん
（「
か
ら
ま
つ
」
副
主
宰
）
と
も
俳
句
で
つ
な
が
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
間
、
お
二
人
の
豊
か
で
深
い
人
間
精
神
に
多
く

を
学
ん
だ
。
ご
冥
福
を
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
五
十
九
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
聖
鐘
や
干
潟
の
端
に
人
透
け
て 

 

中
村 

遥 

（
本
阿
弥
書
店
第
三
十
三
回
俳
壇
賞
受
賞
作
品
「
白
」
三
十
句
よ
り
） 

 

先
日
俳
壇
賞
の
授
賞
式
が
二
月
十
五
日
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
で
行

わ
れ
た
。
私
も
選
考
委
員
の
一
人
と
し
て
出
席
し
た
。
選
考
委
員
は
星

野
高
士
、
鳥
居
真
理
子
、
そ
し
て
今
回
が
最
後
と
な
る
冨
士
眞
奈
美
さ

ん
の
四
名
。
次
回
か
ら
は
冨
士
さ
ん
に
代
わ
っ
て
井
上
弘
美
さ
ん
が
加

わ
る
。 

 

昨
年
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ク
ル
ー
ズ
の
俳
句
教

室
講
師
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
南
海
に
い
た
の
で

欠
席
し
た
が
、
俳
壇
、
歌
壇
と
両
部
門
の
入
賞
者
や
選
考
委
員
代
表
の

深
い
お
話
し
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
有
意
義
な
授
賞
式
で
あ
っ
た
。

「
秋
」
か
ら
は
昨
年
度
は
満
田
三
椒
、
今
年
度
は
津
田
道
代
が
最
終
選

考
に
残
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
入
賞
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 

 

中
村
さ
ん
は
今
回
が
十
回
目
で
、
こ
れ
を
最
後
と
思
っ
て
の
応
募
だ

っ
た
そ
う
だ
。
似
た
よ
う
な
話
を
最
近
聞
い
た
と
思
っ
た
ら
、
現
代
俳

句
協
会
評
論
賞
の
昨
年
度
の
受
賞
者
で
あ
る
後
藤
章
さ
ん
が
、
や
は
り

十
回
目
の
評
論
の
応
募
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
も
評
論
を
毎
年
書
い
て
こ
ら

れ
た
と
は
、
こ
の
粘
り
も
こ
れ
ま
た
凄
い
。 

 

さ
て
、
今
回
の
受
賞
作
だ
が
、
私
と
鳥
居
さ
ん
、
星
野
さ
ん
の
三
名

の
推
薦
を
得
て
の
堂
々
た
る
入
賞
で
あ
っ
た
。
冒
頭
か
ら
、
〈
鏡
古
り

た
り
梟
の
声
容
れ
て
〉〈
木
守
を
落
と
す
程
な
る
波
の
音
〉〈
返
り
咲
く

も
の
へ
潮
気
を
こ
ぼ
す
鳥
〉
な
ど
人
間
と
自
然
と
天
体
が
混
然
一
体
に

な
っ
た
よ
う
な
深
い
詩
的
宇
宙
が
展
開
さ
れ
て
、
一
気
に
引
き
こ
ま
れ

た
。
他
に
も
〈
出
開
帳
も
な
鳥
ほ
ど
の
息
を
し
て
〉〈
蓮
の
花
人
の
匂
ひ

に
崩
れ
け
り
〉
な
ど
感
覚
の
繊
細
な
句
が
際
立
っ
た
。 

 

私
自
身
は
、
特
に
冒
頭
の
句
に
特
異
な
感
覚
を
引
き
出
さ
れ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
干
潟
と
は
引
き
潮
と
共
に
現
れ
る
海
岸
の
浅
瀬
で
あ
る
。
干

潟
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
楽
し
い
。
海
水
に
隠
れ
て
い
た
海
の
生
物
が

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
姿
を
現
す
。
生
物
に
と
っ
て
は
、
本
来
の
生
息
地
で

あ
る
も
の
と
逃
げ
遅
れ
た
も
の
と
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
句
は
、
そ

の
干
潟
に
聖
な
る
鐘
の
音
が
響
き
わ
た
っ
て
い
る
。
一
瞬
、
西
欧
の
風

景
か
と
思
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
日
本
で
も
よ
い
。
干
潟
の
端
っ
こ
に
人

影
が
認
め
ら
れ
た
と
思
っ
た
瞬
間
、
そ
の
影
は
透
き
通
っ
た
と
い
う
の

だ
。
鐘
の
音
が
支
配
す
る
光
の
世
界
の
な
か
に
現
出
し
た
海
境
（
う
な

さ
か
）
を
思
っ
た
。
な
か
な
か
ナ
イ
ー
ブ
な
世
界
で
も
あ
る
。
私
と
ほ

ぼ
同
世
代
、
大
い
に
期
待
し
た
い
作
家
で
あ
る
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
五
十
八
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
ぴ
た
ぴ
た
と
子
が
来
て
ご
ま
め
鷲
摑
み 

 
 

堀
本
裕
樹 

（『
短
歌
と
俳
句
の
五
十
番
勝
負
』
二
〇
一
八
年
・
新
潮
社
刊
） 

年
末
に
入
り
、
机
上
に
積
ん
で
あ
っ
た
本
や
ア
マ
ゾ
ン
で
取
り
寄
せ
た

本
な
ど
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
読
み
始
め
た
。
こ
の
本
は
、
五
十
人
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
出
さ
れ
た
お
題
に
つ
い
て
、
実
力
歌
人
の
穂
村
弘
と
新
鋭
俳

人
の
堀
本
裕
樹
が
短
歌
と
俳
句
を
詠
み
比
べ
、
ミ
ニ
エ
ッ
セ
ー
を
記
す

も
の
。
お
題
の
捌
き
方
を
通
じ
て
短
歌
と
俳
句
の
文
芸
形
式
の
違
い
と

そ
れ
に
よ
る
世
界
の
造
ら
れ
方
の
違
い
を
、
楽
し
み
な
が
ら
再
認
識
さ

せ
ら
れ
る
。
穂
村
弘
の
自
由
な
発
想
は
自
由
な
口
語
に
乗
っ
て
シ
リ
コ

ン
で
も
ジ
ェ
ル
で
も
何
で
も
作
り
上
げ
て
し
ま
う
が
、
堀
本
裕
樹
の
方

は
伝
統
的
季
語
と
文
語
体
定
型
の
束
縛
を
楽
し
み
な
が
ら
そ
こ
を
抜
け

出
し
て
新
味
を
加
え
よ
う
と
健
闘
す
る
。 

こ
の
句
は
「
ぴ
た
ぴ
た
」
が
お
題
で
、
出
題
者
は
詩
人
の
谷
川
俊
太
郎

さ
ん
。
よ
う
や
く
歩
き
始
め
た
く
ら
い
の
嬰
児
が
部
屋
に
入
っ
て
く
る

や
い
な
や
、
ご
ま
め
に
近
づ
き
鷲
摑
み
に
す
る
。
な
ん
で
、
ご
ま
め
な

ん
か
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
。
お
や
じ
の
酒
肴
よ
ろ
し
き
地
味
な
ご
ま

め
だ
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
小
さ
く
戦
い
や
す
く
、
た
く
さ
ん
つ
か

め
そ
う
な
直
感
が
働
い
た
の
か
。
一
つ
つ
か
も
う
と
し
た
ら
あ
れ
こ
れ

く
っ
つ
い
て
き
て
し
ま
っ
た
の
か
。
と
も
あ
れ
、
「
ぴ
た
ぴ
た
」
か
ら

「
ご
ま
め
鷲
摑
み
」
へ
の
転
換
が
お
お
ら
か
で
す
っ
か
り
想
定
外
。
正

月
ら
し
い
生
命
へ
の
愉
快
な
賛
歌
だ
。 

 

他
に
、
堀
本
さ
ん
の
敢
闘
句
を
拾
う
と
、
〈
新
涼
や
ひ
さ
し
く
触
れ

ぬ
椅
子
の
脚
〉〈
街
師
走
信
じ
ら
れ
な
い
多
情
の
日
〉〈
カ
ル
ピ
ス
の
氷

ぴ
し
ぴ
し
鳴
る
夕
立
〉〈
冬
蜂
や
風
に
水
際
立
つ
少
女
〉〈
角
落
ち
て
四

十
八
滝
鳴
り
や
ま
ず
〉〈
つ
や
つ
や
の
バ
タ
ー
ロ
ー
ル
や
秋
の
湖
〉〈
蒼

海
を
描
く
子
の
袖
に
ゐ
の
こ
づ
ち
〉〈
鳥
交
る
天
の
ふ
る
へ
て
ゐ
た
り
け

り
〉
な
ど
、
そ
し
て
最
後
の
〈
ぴ
よ
ん
ぴ
よ
ん
と
熊
楠
跳
ね
て
秋
の
山
〉

が
絶
品
。
穂
村
さ
ん
の
胸
を
借
り
て
め
き
め
き
力
を
引
き
出
さ
れ
た
若

い
俳
人
が
こ
こ
に
い
た
。
ち
な
み
に
、
お
題
は
「
ぴ
よ
ん
ぴ
よ
ん
」
、

出
題
者
が
歌
人
の
馬
場
あ
き
子
さ
ん
と
い
う
の
も
な
ぜ
か
愉
し
く
う
れ

し
い
。 

一
方
、
穂
村
さ
ん
の
短
歌
の
自
由
な
凄
さ
は
、
〈
左
目
に
震
え
る
蝶
を

飼
っ
て
い
る
飛
び
立
ち
そ
う
な
夜
の
ま
ぶ
た
よ
〉
か
ら
〈
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
が

走
り
出
す
原
子
炉
の
爆
発
を
止
め
る
た
め
〉
ま
で
、
実
際
に
本
を
読
ん

で
の
お
た
の
し
み
。
私
も
こ
の
正
月
、
こ
の
五
十
題
に
挑
戦
し
て
み
よ

う
。
あ
な
た
も
ど
う
ぞ
。 


