
三
好
達
治
が
昭
和
九
年
七
月
に
四
季
社
か
ら
刊
行
し
た
『

花
集
』
に

「
黄
葉
」
と
い
う
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
清
麗
な
朝
の

こ
の
山
峡
の
空
の
静
け
さ

も
の
足
り
な
さ

な
ぜ
だ
ら
う

私
の
耳
が
私
に
囁
く

お
前
一
人
が
と
り
残
さ
れ
た
と

な
ぜ
だ
ら
う

の
黄
葉
の
鮮
や
か
さ

は
や
新
雪
の
眩
い
立
山

あ
あ

彼
ら
は
旅
立
つ
た

こ
の
峡
の
燕
ら
は

「
黄
葉
」
は
、
三
好
が
昭
和
八
年
の
夏
か
ら
滞
在
し
て
い
た
信
州
発
哺
温
泉

で
制
作
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
発
哺
温
泉
の
環
境
が
「
黄
葉
」
を
含
む
『

花
集
』
収
録
作
品
の
制
作
背
景
に
あ
る
こ
と
は
多
く
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
南
窗
集
』（
昭
７
・
８
、
椎
の
木
社
）
か
ら
始
ま
る
四
行
詩

に
つ
い
て
、
石
原
八
束
が
「
こ
の
詩
人
が
幼
少
の
こ
ろ
よ
り
試
み
て
き
た
俳
句

の

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

五
五

の
手
法
と
、
こ
の
印
象
的
写
生
詩
風
と
が
は
な
は
だ
似
通
っ
て
い
た
こ
と
を
考

え
な
く
て
は
な
る
ま
い
」
と
指
摘
し
、
阪
本
越
郎
も
四
行
詩
と
い
う
「
意
識
的

な
圧
縮
表
現
」
が
「
彼
の
長
年
に
わ
た
っ
て
手
が
け
た
俳
句
の
手
法
と
似
か
よ

っ
て
お
り
、
病
中
の
生
活
を
あ
ま
り
乱
す
こ
と
な
く
完
遂
で
き
る
と
考
え
た
の

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
、
四
行
詩
は
俳
句
の
写
生
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
き
た
。
こ
の
よ
う
に
四
行
詩
を
解
釈
す
る

上
で
、
環
境
と
写
生
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
信
州
発
哺
温
泉
に
滞
在
し
た
経

験
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
影
響
し
、
ま
た
写
生
に
よ
っ
て
発
哺
温
泉
の
自
然
が

い
か
に
描
か
れ
た
の
か
を
、
信
州
に
滞
在
し
始
め
た
頃
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
「
黄
葉
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
い
く
。

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

｜
｜
四
行
詩
に
お
け
る
俳
句
の
影
響
と
信
州
発
哺
温
泉
｜
｜

元

木

直

子



一

三
好
達
治
は
昭
和
三
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
、
昭
和
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
中

心
と
な
っ
た
「
詩
と
詩
論
」
の
同
人
と
し
て
散
文
詩
を
書
い
て
い
た
。
だ
が
、

北
川
冬
彦
と
共
に
「
詩
・
現
実
」（
昭
５
・
６
創
刊
）
に
移
っ
た
後
は
、
同
誌

の
創
刊
号
に
散
文
詩
「
獅
子
」
を
掲
載
し
た
だ
け
で
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
詩

の
翻
訳
を
手
が
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
「
詩
・
現
実
」
か
ら
も
離

れ
、
三
好
は
「
四
季
」
の
同
人
と
な
る
ま
で
、
自
ら
の
詩
を
様
々
な
雑
誌
に
掲

載
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
間
の
活
動
に
つ
い
て
、
山
田
俊
幸
氏
は
梶
井
基

次
郎
の
手
紙
を
引
き
、
三
好
達
治
、
丸
山
薫
ら
に
よ
っ
て
「
コ
ネ
サ
ン
ス
」
と

い
う
雑
誌
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
結
局
こ
の
雑
誌
は
企
画
倒

れ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
三
好
が
自
ら
の
詩
の
あ
り
方
を
求
め
た
証
し

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
散
文
詩
を
離
れ
四
行
詩
を
書
き
始
め
る
ま
で
の

間
、
お
そ
ら
く
三
好
は
次
第
に
終
息
し
て
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
代
わ
る
、

次
に
描
く
べ
き
詩
を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昭
和
七
年
三
月

に
は
喀
血
し
、
入
院
し
た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
三
好
は
散
文
詩
か
ら
四
行
詩
へ

と
詩
形
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
後
に
三
好
は
散
文
詩
を
描
い
て
い
た
時
代

の
こ
と
を
、「
思
想
の
真
暗
な
ど
ん
底
に
ゐ
た
」
と
振
り
返
り
、
病
後
の
自
分

を
「
私
の
心
の
窓
を
、
四
方
に
む
か
つ
て
、
無
邪
気
な
女
中
が
掃
除
に
か
か
る

時
の
や
う
に
、
そ
の
時
分
、
風
の
中
に
お
し
展
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
略
）
さ
う
し
て
私
は
明
る
く
な
つ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
詩
風
の

変
化
に
よ
っ
て
精
神
的
に
も
明
る
く
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
三
好
は
四
行
詩

と
い
う
、
散
文
詩
と
は
異
な
る
詩
を
意
欲
的
に
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

散
文
詩
か
ら
四
行
詩
へ
と
い
う
変
化
は
、
詩
形
に
伴
っ
て
自
ず
か
ら
詩
に
使

わ
れ
る
言
葉
や
内
容
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
通
ず
る
が
、
三
好
の
詩
語

に
対
し
て
の
基
本
的
な
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
好
は
散
文
詩

の
手
法
に
つ
い
て
、「
意
識
の
世
界
に
、
｜
｜
た
だ
意
識
の
世
界
に
の
み
心
理

的
に
探
ら
う
と
し
」、「
日
本
語
と
し
て
、
最
も
単
純
な
身
軽
な
言
葉
を
必
要
と

し
た
」
と
述
べ
、
や
が
て
「
最
も
単
純
な
身
軽
な
言
葉
」
を
「
外
界
の
把
握
に

転
用
し
よ
う
と
思
ひ
つ
い
た
。『
南
窗
集
』
以
下
の
四
行
詩
に
は
、
さ
う
い
ふ

経
路
の
痕
跡
が
ど
こ
か
に
の
こ
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
ま

た
、
三
好
は
散
文
詩
を
「
非
現
実
の
も
の
を
、
私
の
空
想
で
で
つ
ち
上
げ
」
て

描
い
て
い
た
が
、
四
行
詩
は
「
た
だ
私
の
眼
前
の
自
然
の
中
か
ら
、
そ
れ
だ
け

が
何
か
の
表
徴
で
あ
る
一
つ
の
閃
光
」
を
受
け
取
り
、
こ
れ
を
「
最
も
単
純
な
、

最
も
明
瞭
な
言
葉
」
で
書
き
と
め
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
散
文
詩
も
四

行
詩
も
「
最
も
単
純
な
、
最
も
明
瞭
な
言
葉
」
を
用
い
て
詩
作
す
る
と
い
う
姿

勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
散
文
詩
か
ら
四
行
詩
へ
の
移

行
は
、
行
分
け
を
し
な
い
詩
の
形
式
か
ら
、
四
行
と
い
う
制
約
は
あ
る
も
の
の

一
行
の
字
数
制
限
を
設
け
な
い
形
式
へ
の
変
化
で
あ
り
、
両
者
の
違
い
は
散
文

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

五
六



詩
が
「
意
識
の
世
界
」
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
四
行
詩
が
「
眼
前
の
自

然
」
を
詩
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
初
の
四
行
詩
集
で
あ
る
『
南
窗
集
』（
昭
７
・
８
、
椎
の
木
社
）
が
刊
行

さ
れ
た
当
初
、
四
行
詩
は
期
待
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
が
、
難
色
を
示
す
声
も

あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
『

花
集
』
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
賛
否
両
論
が
寄

せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
違
い
は
、
例
え
ば
昭
和
九
年
六
月
の
「
文

藝
」
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
草
野
心
平
と
井
伏
鱒
二
は
、
同
誌
五
月
号
に
掲
載

さ
れ
た
三
好
の
四
行
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
両
者
は
全
く
異
な
る

批
評
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
草
野
心
平
は
「
好
評
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
如
き

氏
の
近
来
の
作
品
は
甚
だ
頼
り
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
程
度
に
停
滞

し
て
ゐ
る
の
な
ら
。
三
好
氏
は
も
う
お
し
ま
ひ
で
あ
る
。」
と
述
べ
、「
美
の
実

感
は
既
に
最
初
か
ら
捉
へ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
だ

が
一
方
で
井
伏
鱒
二
は
、「
木
や
霧
や
動
物
や
風
を
立
体
的
に
且
つ
音
楽
的
に

配
置
す
る
構
図
で
も
つ
て
彼
は
周
到
に
組
み
立
て
、
瞬
間
で
も
つ
て
恒
久
を
責

め
出
さ
う
と
す
る
意
志
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
批
評
は
一
例
に
す
ぎ
ず
、
四
行
詩
に
様
々
な
賛
否
両
論
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
批
評
家
の
好
み
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
当
時
の
詩
壇
の
動
向

と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
初
期
に
起
こ
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
は
主
張
の
違
い
に
よ
り
分
裂
し
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
運
動
は
弾
圧
さ
れ
る
形
で
終
わ
り
を
迎
え
て
い
た
。
こ
れ
ら

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

五
七

の
運
動
が
終
息
し
た
後
、
詩
壇
を
復
興
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
昭
和
九
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
た
「
世
紀
」
の
「
文
芸
座
談
会
」
で
、
淀

野
隆
三
が
「
三
好
君
か
ら
聞
い
た
所
で
は
、
詩
を
復
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
云
ふ
様
な
考
へ
方
が
、
今
文
学
を
や
つ
て
居
る
青
年
の
間
に
起
こ
り
つ
ゝ
あ

る
様
で
す
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
動

き
は
年
を
追
う
ご
と
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
三
木
清
が
「
詩
の
復
活
は

最
近
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
」（「
詩
の
復
活
」、「
読
売
新
聞
」
昭

・
３
・

３
夕
刊
）
と
述
べ
、「
文
藝
」（
４
巻
７
号
、
昭

・
７
）
で
は
、「
最
近
営
業

雑
誌
と
い
は
れ
る
も
の
が
詩
を
と
り
あ
げ
て
き
て
ゐ
る
」（「
詩
壇
展
望
」）
と

詩
が
様
々
な
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て

河
上
徹
太
郎
が
「
文
學
界
」
誌
上
の
座
談
会
に
お
い
て
「
ご
く
最
近
に
詩
壇
復

興
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
だ
ら
う
。
あ
れ
は
ほ
ん
と
だ
と
思
ふ
ん
だ
」（「
詩
と
現

代
精
神
に
つ
い
て
」
昭

・
８
）
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
裏
付

け
る
よ
う
に
、
詩
雑
誌
「
コ
ギ
ト
」（
昭
７
・
３
）
や
「
四
季
」（
昭
９
・

）、

「
日
本
浪
曼
派
」（
昭

・
３
）
等
が
次
々
に
創
刊
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
詩
壇
の
動
向
を
総
括
し
た
も
の
に
、
神
保
光
太
郎
の

「
詩
」（「
文
藝
」
４
巻

号
、
昭

・

）
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
神
保
光
太

郎
は
「
詩
苑
は
こ
の
数
年
、
歌
は
な
い
時
代
を
深
刻
に
通
過
し
て
き
た
。
心
理

描
述
、
絵
画
的
描
出
等
の
傾
向
を
の
み
辿
つ
て
き
た
。
こ
れ
は
自
由
詩
の
勃
興

に
依
り
あ
ま
り
に
浅
薄
に
歌
ひ
過
ぎ
た
反
動
で
も
あ
つ
た
。
こ
れ
が
、
最
近
文



学
界
一
般
の
詩
的
精
神
の
高
揚
に
煽
ら
れ
、（
略
）
歌
は
ん
と
す
る
欲
求
が
熾

烈
と
な
つ
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
同
様
に
、
三
好
が
「
新
散
文
詩
以
前
と
以

後
を
も
う
一
つ
考
へ
て
見
る
の
に
、
ポ
エ
ジ
ー
の
表
現
を
音
楽
に
近
接
し
て
考

へ
る
か
、
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
現
す
る
か
、
こ
れ
は
萩
原
さ
ん
と
僕
と

の
考
へ
の
差
異
で
も
あ
る
し
新
散
文
詩
の
以
前
と
以
後
の
一
面
か
ら
見
た
分
れ

目
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
壇
復
興
と
は
散
文
詩
の
よ

う
な
感
情
を
描
く
詩
か
ら
感
情
を
歌
う
詩
へ
と
移
行
し
て
い
こ
う
と
す
る
運
動

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
神
保
光
太
郎
は
詩
壇
復
興
の
流
れ
の
な
か
で

「
詩
の
本
質
を
音
楽
に
近
し
と
す
る
萩
原
氏
と
絵
画
的
心
理
を
重
視
す
る
三
好

達
治
氏
の
論
争
」（「
詩
」、「
文
藝
」
昭

・

）
が
あ
り
、
こ
の
論
争
の
過
程

で
生
ま
れ
た
作
品
と
し
て
三
好
の
四
行
詩
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三

好
の
四
行
詩
は
感
情
を
歌
う
詩
が
叫
ば
れ
る
な
か
で
描
く
詩
、
絵
画
的
な
詩
と

し
て
、
詩
壇
か
ら
批
判
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
三
好
が
散

文
詩
か
ら
出
発
し
た
詩
人
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
詩
壇
が
三
好
を
絵
画
的
な
作

品
を
描
く
詩
人
と
見
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
好
が
四
行
詩
を
絵
画
的
に
表

現
す
る
方
法
を
採
っ
た
理
由
は
、
先
に
神
保
光
太
郎
が
指
摘
し
た
雑
誌
「
四

季
」
で
行
わ
れ
た
萩
原
朔
太
郎
と
の
論
争
で
の
発
言
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
論
争
は
、
朔
太
郎
の
詩
集
『
氷
島
』
を
め
ぐ
る
議
論
と
『
純
正
詩
論
』

を
め
ぐ
る
議
論
と
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
論
争
の
う
ち
三
好
の
詩
に
対

す
る
考
え
が
よ
り
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
三
好

が
昭
和
十
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
純
正
詩
論
』
の
書
評
で
あ
る
「
日
本
語
の

韻
律
」
を
「
帝
國
大
學
新
聞
」
に
掲
載
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
主
と
し
て

「
四
季
」
を
舞
台
に
互
い
の
主
張
が
戦
わ
さ
れ
た
。
三
好
は
朔
太
郎
が
「
詩
歌

の
音
韻
的
効
果
を
最
も
尊
重
し
拍
節
や
韻
律
の
、
漢
詩
や
西
詩
に
お
け
る
が
如

き
詩
的
効
果
を
我
等
の
詩
歌
の
上
に
も
ま
た
期
待
」
し
て
い
る
こ
と
を
到
底
無

理
な
こ
と
だ
と
非
難
し
た
。
こ
の
主
張
に
対
し
朔
太
郎
は
三
好
が
「
日
本
語
詩

の
音
楽
性
を
不
必
要
と
し
、
印
象
性
の
み
の
表
現
を
主
張
し
て
居
る
」
と
否
定

し
、「
詩
の
第
一
義
的
条
件
が
、
実
に
音
楽
性
そ
の
も
の
に
有
る
」
こ
と
を
強

調
し
た
。

馬
渡
憲
三
郎
氏
は
こ
の
論
争
に
つ
い
て
「
客
観
的
な
印
象
描
写
と
素
朴
な
抒

情
精
神
を
重
視
す
る
三
好
達
治
と
、
感
情
の
詠
嘆
に
重
き
を
お
い
た
萩
原
朔
太

郎
と
の
相
違
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
論
争
の
な
か
で
三
好

が
俳
句
を
用
い
て
自
己
の
詩
に
対
す
る
姿
勢
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
な
ぜ
な
ら
三
好
は
最
後
の
反
論
と
な
っ
た
「
燈
火
言
」（「
四
季
」

号
、

昭

・

）
の
な
か
で
、
俳
句
が
「
俳
諧
的
手
法
に
よ
る
、
詩
的
印
象
の
具
象

性
」
に
よ
っ
て
詩
歌
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
自
ら
の

詩
に
お
い
て
も
「
詩
的
印
象
」
を
眼
目
と
し
た
「
特
殊
な
る
印
象
派
的
詩
歌
の

創
設
を
企
て
得
な
い
も
の
か
ど
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
言
語
を
「
一
面
声
で
あ
る
と
共
に
、
一
面
に
於
て
意
味
観
念
」
で
あ
る
と
考

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

五
八



え
て
は
い
る
が
、
特
に
「
言
語
の
観
念
性
」
で
「
一
派
の
詩
歌
」
を
創
設
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
好
は
こ
れ
を
「
言
語
の
観
念
性
を
主
眼
と
す
る

詩
派
」
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
漢
詩
も
「
印
象
的
詩
派
」
と
認
め
、
こ
の
二

つ
の
例
を
高
く
評
価
し
、
三
好
は
自
ら
の
詩
で
も
「
印
象
派
的
詩
歌
」
を
成
立

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
が
四
行
詩
を
描
い
て
い
た
時
期

の
三
好
の
詩
作
態
度
で
あ
り
、
四
行
詩
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二

三
好
達
治
が
詩
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
の
は
、
中
学
生
に
な
っ
た
頃
で
、

「
近
所
に
そ
の
学
校
の
卒
業
生
で
俳
句
を
ひ
ね
く
る
青
年
が
ゐ
た
。
雑
誌
の

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
読
ん
で
ゐ
る
の
が
た
い
へ
ん
洒
落
た
恰
好
に
見
え
た
か
ら
、

私
も
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
買
つ
て
読
ん
で
み
」
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
内
藤
鳴
雪
の
『
俳
句
作
法
』
を
購
入
し
俳
句
を
作
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
中
学
二
年
の
時
に
大
阪
陸
軍
地
方
幼
年
学
校
に
移
っ
て
か
ら
も
「
子

規
や
虚
子
の
俳
句
を
読
む
や
う
に
な
り
、
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
愛
読
し
、

自
分
で
も
ひ
そ
か
に
我
流
の
俳
句
を
前
後
二
千
句
ば
か
り
は
作
つ
た
」、「
私
な

り
の
我
流
で
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
模
倣
を
し
て
ゐ
た
」
と
思
い
返
し
て
い
る
。

三
好
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
読
み
出
す
以
前
か
ら
、
雑
誌
の
中
心
人
物
で
あ
っ

た
高
浜
虚
子
は
俳
句
を
「
形
式
を
先
に
し
て
生
ま
る
ゝ
文
学
」
と
規
定
し
、

「
十
七
字
、
季
題
趣
味
と
い
ふ
二
大
質
の
上
に
立
脚
」
し
た
も
の
と
主
導
し
て

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

五
九

い
た
。
三
好
は
伝
統
に
則
っ
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
俳
句
に
影
響
を
受
け
、
自

ら
も
句
作
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
三
好
が
中
学
校
に
入
学
し
た
大
正
三
年
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
は
青
田

青
峰
が
三
千
部
の
売
上
を
目
標
と
し
た
一
年
が
過
ぎ
、「
来
る
一
年
は
五
千
部

六
千
部
を
目
標
と
し
て
邁
往
精
進
す
べ
き
機
運
に
立
至
り
ま
し
た
」
と
宣
言
す

る
よ
う
に
雑
誌
の
勢
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ

て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
は
世
間
に
多
く
出
回
り
、
三
好
も
入
手
し
や
す
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
は
、
虚
子
の
「
俳
句

の
作
り
や
う
」（
大
２
・

大
３
・
９
）
が
連
載
さ
れ
、
俳
句
に
興
味
を
持

ち
始
め
た
ば
か
り
の
三
好
に
と
っ
て
格
好
の
読
み
物
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
俳
句
の
作
り
や
う
」
で
も
虚
子
が
主
導
し
て
い
た
の
は
、
写
生
と
い
う
俳
句

の
手
法
で
、
特
に
主
観
に
重
点
を
置
い
た
主
観
写
生
で
あ
っ
た
。
虚
子
は
俳
句

の
手
法
に
つ
い
て
「
た
ゞ
眼
で
見
た
り
耳
で
聞
い
た
り
し
た
も
の
を
其
儘
写
生

し
た
だ
け
で
は
不
満
足
」
で
あ
っ
て
、
句
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
「
或
主

観
の
働
き
を
加
へ
若
く
は
主
観
の
色
彩
を
加
味
」
す
べ
き
だ
と
主
観
写
生
を
主

張
し
て
い
る
。
三
好
は
こ
の
よ
う
な
虚
子
の
主
観
写
生
の
俳
句
に
親
し
み
、
感

化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
少
年
期
に
培
っ
た
季
語
を
重
視
し
、
写
生
を

行
う
と
い
う
句
作
法
が
四
行
詩
を
制
作
す
る
下
地
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
三
好
が
四
行
詩
を
詩
作
し
て
い
た
頃
、
俳
壇
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
に
入
っ
て
虚
子
は
花
鳥
諷
詠
を
唱
え
、
ま
す
ま
す



「
季
」
を
重
視
す
る
方
向
へ
進
み
、
一
方
で
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
派
に
反
発
す
る

形
で
盛
ん
に
新
興
俳
句
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
十
七
文
字

定
型
を
破
り
、
無
季
題
と
し
、
時
代
性
を
反
映
し
た
俳
句
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
俳
句
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
俳
壇
に
あ
っ
て
、
三
好
は
「
俳
句
と
季
題
」（「
俳
句
研
究
」
昭

・
７
）
を

発
表
し
、
加
藤
秋
邨
か
ら
「
現
代
に
於
け
る
俳
句
の
重
要
問
題
に
よ
く
触
れ
た

も
の
」
と
高
い
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
好
が
い
か
に
俳
句
に
精
通
し

て
い
た
か
が
窺
え
る
。
こ
の
評
論
で
三
好
は
「
単
な
る
約
束
と
云
は
ん
よ
り
は

寧
ろ
必
然
の
手
法
と
も
称
す
べ
き
、
重
要
不
可
欠
の
生
命
線
の
や
う
」
で
あ
る

と
季
題
の
重
要
性
を
説
き
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
派
を
擁
護
し
た
。
ま
た
、
三
好

は
「
俳
句
の
詩
形
そ
の
も
の
が
、
既
に
印
象
的
写
生
詩
、
写
生
的
感
慨
詩
と
し

て
の
所
謂
俳
句
的
性
格
か
ら
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
短
小
詩
形
」
な
の
で
あ
っ

て
、「
無
季
俳
句
の
心
理
詩
形
」
に
は
向
か
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
俳
句
が
自
然
を
写
生
す
る
点
で
は
優
れ
て
い
る
が
、
心
理
描
写
に
は
限

界
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
好
が
心
理
描
写
が

中
心
と
な
り
が
ち
な
散
文
詩
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
た
と
き
、
少
年
時
か
ら
慣

れ
親
し
ん
で
い
る
俳
句
の
利
点
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
境
地
を
開
こ
う
と

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
技
法
と
し
て
写
生
を
用
い
、
俳
句
の
「
詩
的
印
象
の
具

象
性
」
を
自
ら
の
詩
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、「
印
象
派
的
詩
歌
」
を
四
行
詩
で

確
立
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

三
好
は
四
行
詩
の
詩
法
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

詩
人
の
胸
裡
に
油
然
と
湧
き
起
る
詩
懐
詩
情
を
、
詩
人
が
自
ら
反
省
し
て
、

そ
の
因
つ
て
来
る
と
こ
ろ
の
機
構
環
境
と
誘
因
機
縁
と
を
探
究
し
、
そ
れ

を
最
も
簡
単
に
最
も
明
瞭
に
書
き
留
め
る
｜
｜
即
ち
写
生
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、
一
篇
の
詩
を
創
作
す
る
。
さ
う
し
て
そ
の
作
品
を
し
て
、
読
者
の

胸
裡
に
、
先
に
詩
人
の
胸
裡
に
油
然
と
動
い
た
も
の
に
等
価
の
も
の
を
生

ぜ
し
め
る
。

こ
の
詩
作
法
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
か
ら
影
響
を
受
け
た
三
好
が
写
生
を
四
行

詩
に
応
用
す
る
と
き
の
方
法
と
し
て
見
て
取
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
詩
人
が
受
け

取
っ
た
印
象
を
簡
潔
な
言
葉
で
構
成
し
、
詩
語
の
観
念
性
に
よ
っ
て
詩
人
の
胸

の
内
を
読
者
に
伝
え
る
手
法
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
黄
葉
」
第
一
行
に
戻
れ
ば
、「
こ
の
清
麗
な
朝
の

こ
の
山
峡
の

空
の
静
け
さ

も
の
足
り
な
さ

」
で
は
、
朝
の
清
麗
な
山
峡
が
写
生
さ
れ
、

ま
た
詩
人
の
受
け
取
っ
た
「
静
け
さ
」「
も
の
足
り
な
さ
」
と
い
う
印
象
に
よ

っ
て
、
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三

阪
本
越
郎
は
「
黄
葉
」
を
「
信
州
志
賀
高
原
の
秋
の
写
生
」
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
実
際
、「
黄
葉
」
で
三
好
達
治
が
写
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
主

に
「
立
山
」「
燕
」
の
二
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
の
「
立
山
」
で
あ
る
が
、

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
〇



第
一
行
で
は
「
山
峡
」
と
抽
象
的
に
記
さ
れ
、
読
み
進
め
て
い
く
と
第
三
行
で

詩
人
が
「
立
山
」
の
見
え
る
位
置
に
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
具
体
的
な
場
所
へ

と
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
場
所
は
三
好
が
滞
在
し
た
信
州
発
哺

温
泉
で
、
こ
こ
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
北
ア
ル
プ
ス
連
峰
の
一
つ
が
「
立

山
」
な
の
で
あ
る
。

信
州
発
哺
温
泉
は
昭
和
七
年
三
月
に
喀
血
し
入
院
し
た
後
、
神
経
性
心
悸
亢

進
病
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
三
好
が
療
養
に
赴
い
た
地
で
あ
る
。
三
好
が
昭
和
八

年
、「
阪
神
間
の
夙
川
の
甲
南
荘
と
い
う
下
宿
屋
」
に
い
た
「
三
高
時
代
の
同

窓
の
吉
村
を
訪
ね
て
き
た
と
き
」
に
知
り
合
っ
た
と
い
う
生
島
遼
一
は
、
病
後

の
療
養
地
と
し
て
「
た
し
か
大
島
へ
行
く
よ
う
な
こ
と
で
あ
つ
た
の
を
、
私
と

桑
原
で
、
私
達
が
よ
く
行
つ
て
い
た
長
野
県
の
発
哺
温
泉
へ
行
か
な
い
か
と
す

す
め
た
」
と
証
言
し
て
い
る
。

三
好
が
療
養
先
に
決
め
た
発
哺
温
泉
は
、『
山
ノ
内
町
誌
』（
昭

・
３
・

１
）
に
よ
る
と
、「
明
治
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
湯
宿
が
お
か
れ
温
泉
場
と

し
て
開
か
れ
た
」
地
で
あ
る
。
ま
た
、『
長
野
県
町
村
誌
北
信
篇
』（
昭

・

５
・

）
の
明
治
十
五
年
八
月
の
報
告
で
、
発
哺
温
泉
は
「
深
山
幽
谷
に
て
雪

中
通
路
不
能
、
故
に
其
効
有
り
と
雖
も
、
夏
時
唯
遠
近
の
病
客
沐
浴
し
て
其
効

を
知
り
、
避
暑
に
宜
し
。
逆
旅
二
戸
、
一
ヶ
年
浴
客
五
百
人
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
地
の
標
高
は
一
六
〇
〇

も
あ
り
、
三
好
が
訪
れ
た
昭
和
八
年
で
も

バ
ス
は
麓
の
上
林
温
泉
ま
で
し
か
通
じ
て
お
ら
ず
、
発
哺
温
泉
へ
は
徒
歩
で
登

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
一

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
逆
旅
二
戸
」
と
は
天
狗
の
湯
と
薬
師

の
湯
と
呼
ば
れ
て
い
る
二
つ
の
温
泉
宿
で
、
三
好
が
滞
在
し
た
宿
は
天
狗
の
湯

で
あ
る
。
天
狗
の
湯
は
、
昭
和
三
年
か
ら
毎
夏
訪
れ
て
い
た
桑
原
武
夫
に
よ
る

と
、「
当
時
は
茅
ぶ
き
、
入
り
口
の
わ
き
に
清
水
が
落
ち
て
い
て
、
そ
こ
で
足

を
洗
っ
て
上
が
る
と
、
帳
場
に
は
い
ろ
り
が
切
っ
て
あ
る
、
と
い
う
質
素
な
山

の
温
泉
宿
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
現
在
で
も
天
狗
の
湯
に
は
三
好
が
訪
れ
た
当

時
の
宿
の
柱
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
温
泉
宿
に
つ
い
て
、
三
好
が

「
天
狗
の
湯
の
ひ
な
び
た
か
ま
え
、
こ
こ
か
ら
眺
め
る
北
ア
ル
プ
ス
の
パ
ノ
ラ

マ
、
こ
と
ご
と
く
気
に
い
っ
て
」
い
た
と
桑
原
武
夫
が
述
懐
し
て
い
る
。
三
好

自
身
も
「
発
哺
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
そ
の
清
涼
な
気
候
よ
り
も
、
そ
の
新
鮮
な

岩
魚
よ
り
も
、
何
は
措
き
、
そ
の
雄
大
な
眺
望
に
よ
つ
て
忘
れ
難
い
。（
略
）

所
謂
日
本
ア
ル
プ
ス
の
連
峰
が
一
眸
の
う
ち
に
集
つ
て
、
清
麗
な
夜
明
け
に
く

つ
き
り
と
浮
び
出
た
展
望
は
、
到
底
私
な
ど
の
筆
力
に
は
写
し
得
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。

実
際
、
昭
和
八
年
八
月
か
ら
発
哺
温
泉
天
狗
の
湯
に
滞
在
し
始
め
た
三
好
の

心
を
捉
え
た
の
は
北
ア
ル
プ
ス
の
山
々
で
、
な
か
で
も
初
雪
の
降
っ
た
姿
に
感

動
し
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
八
年
九
月
十
三
日
付
の
井
伏
鱒
二
宛
の
書
簡
で
は
、

「
宿
の
庭
か
ら
一
列
に
見
は
る
か
す
日
本
ア
ル
プ
ス
の
連
山
に
は
、
既
に
新
雪

が
降
り
ま
し
た
、
甚
だ
さ
つ
ぱ
り
と
し
た
気
持
で
す
」
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

昭
和
十
年
の
九
月
下
旬
、
宿
か
ら
立
山
と
剣
岳
の
頂
に
新
雪
が
降
っ
た
の
が
見



え
、「
ひ
と
つ
時
廊
下
に
停
ん
で
、
し
み
じ
み
と
見
惚
れ
て
ゐ
た
。
一
昨
年
の

秋
も
、
私
は
こ
の
廊
下
に
立
つ
て
、
感
慨
深
く
、
こ
の
初
雪
を
眺
め
た
も
の
で

あ
つ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。「
一
昨
年
の
秋
」、
つ
ま
り
初
め
て
発
哺
温
泉
天

狗
の
湯
に
滞
在
し
た
年
の
、
初
秋
の
山
に
降
っ
た
初
雪
を
印
象
深
く
覚
え
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
北
ア
ル
プ
ス
に
降
る
初
雪
の
姿
を
目
に
し
た
と
き
の
三
好
の

感
動
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
二
年
が
経
っ
て
も

「
そ
の
日
そ
の
日
の
、
異
つ
た
私
の
心
を
迎
へ
て
、
依
然
と
し
て
変
ら
な
い

山
々
の
姿
は
、
な
ほ
嘗
て
私
の
目
を
厭
か
し
め
る
こ
と
が
な
い
」
と
自
然
の
雄

大
さ
を
賛
美
す
る
三
好
の
謙
虚
な
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三

好
は
こ
の
時
に
見
た
北
ア
ル
プ
ス
の
風
景
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

越
の
山

信
濃
の
山
に

雪
ふ
り
ぬ

雪
の
か
が
や
き

見
れ
ど
あ
か
な
く

ま
た
、
三
好
が
発
哺
温
泉
天
狗
の
湯
か
ら
「
初
秋
の
頃
、
新
雪
を
か
う
む
つ

て
一
そ
う
輪
廓
の
鮮
や
か
に
な
つ
た
、
こ
の
日
本
ア
ル
プ
ス
の
秀
峰
を
眺
め
て

ゐ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
世
外
の
逸
興
」
と
振
り
返
る
景
色
は
後
年
ま
で
記
憶
に

残
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、「
黄
葉
」
第
三
行
「

の
黄
葉
の
鮮
や
か
さ

は
や
新
雪
の
眩
い

立
山
」
は
、
近
景
の

の
木
の
葉
が
黄
色
に
色
づ
い
た
様
子
と
、
遠
景
の
藍
色

に
そ
び
え
立
つ
北
ア
ル
プ
ス
連
峰
の
中
で
も
初
雪
が
頂
に
見
え
る
立
山
の
写
生

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
景
と
遠
景
の
対
比
に
よ
っ
て
詩
空
間
に
広
が
り
を

持
た
せ
、
秋
か
ら
冬
へ
と
移
り
変
わ
る
季
節
の
微
妙
な
変
化
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
描
写
に
は
三
好
の
視
点
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
三
好
が
感
動

し
た
自
然
の
雄
大
な
姿
を
写
生
し
つ
つ
、
自
然
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ

た
印
象
を
簡
単
、
明
確
な
言
葉
で
表
現
し
な
が
ら
、「
鮮
や
か
さ
」「
眩
い
」
と

い
う
言
葉
の
持
つ
色
彩
や
語
感
に
よ
っ
て
こ
の
風
景
描
写
が
精
彩
を
放
つ
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
燕
」
で
あ
る
が
、
三
好
は
信
州
発
哺
温
泉
で
「
建
物
の
軒
端
を
め
ぐ

つ
て
、
隙
間
も
な
い
ほ
ど
、
腰
の
白
い
い
は
つ
ば
め
が
ぎ
つ
し
り
と
巣
を
懸
け

て
ゐ
」
る
光
景
を
眼
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
中
の
「
燕
」
は
岩
燕

を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、『
山
ノ
内
町
誌
』
に
よ
る
と
、
岩
燕

は
「
元
来
、
幕
岩
や
高
原
内
の
山
々
の
断
崖
に
営
巣
し
て
い
た
」
が
、「
天
狗

の
湯
で
は
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
、
別
館
完
成
後
移
り
棲
み
つ
」
き
、

「
育
雛
期
は
壮
観
な
眺
め
」
を
見
せ
る
と
い
う
。
後
に
中
谷
孝
雄
が
三
好
と
共

に
避
暑
の
た
め
上
林
温
泉
か
ら
発
哺
温
泉
に
訪
れ
た
と
き
に
、
天
狗
の
湯
か
ら

「
す
ぐ
眼
の
下
の
白
樺
の
樹
林
に
覆
は
れ
た
谷
の
空
に
は
、
い
つ
も
岩
燕
の
群

れ
が
軽
快
に
飛
び
廻
つ
て
ゐ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
二



ま
た
、
岩
燕
は
三
月
下
旬
に
渡
来
し
「
九
月
下
旬
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
渡
去
す

る
」
と
い
う
習
性
と
、
三
好
が
昭
和
八
年
八
月
三
十
日
付
の
桑
原
武
夫
宛
の
書

簡
で
「
い
つ
と
な
く
こ
の
一
山
の
岩
つ
ば
め
数
を
へ
り
つ
つ
秋
深
み
け
り
」
と

詠
ん
で
い
る
こ
と
や
、「
お
し
や
べ
り
の
岩
つ
ば
め
た
ち
が
、
こ
の
宿
の
軒
端

を
出
発
し
た
の
は
、
九
月
の
廿
日
前
後
で
あ
つ
た
。
彼
ら
は
幾
組
か
に
分
れ
て
、

次
々
に
こ
の
山
峡
の
空
か
ら
姿
を
消
し
た
」
と
い
う
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

こ
の
描
写
が
「
黄
葉
」
第
四
行
「
あ
あ

彼
ら
は
旅
立
つ
た

こ
の
狭
の
燕
ら

は
」
に
相
当
し
、
第
一
行
の
山
峡
の
「
静
け
さ

も
の
足
り
な
さ

」
の
原

因
と
も
な
っ
て
い
る
。
三
好
は
天
狗
の
湯
か
ら
岩
燕
を
観
察
し
、
そ
の
南
下
に

よ
っ
て
秋
の
終
わ
り
を
感
じ
、
岩
燕
が
発
哺
温
泉
か
ら
飛
び
去
っ
た
こ
と
を
写

生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
季
節
感
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
岩
燕
と
い
う
鳥
を
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
高
浜
虚
子
が
唱
導
し
た

花
鳥
諷
詠
と
の
関
係
を
見
て
い
く
。
花
鳥
諷
詠
と
は
、「
春
夏
秋
冬
四
時
の
遷

り
変
り
に
よ
つ
て
起
る
天
然
界
の
現
象
並
び
に
そ
れ
に
伴
ふ
人
事
界
の
現
象
」

で
あ
る
花
鳥
風
月
を
詠
む
こ
と
で
あ
る
。
三
好
が
俳
句
に
精
通
し
た
詩
人
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
実
際
、
自
ら
の
俳
句
を
「
俳
句
研
究
」（
昭

・

８
）
に
掲
載
し
た
り
、
第
三
の
四
行
詩
集
で
あ
る
『
山
果
集
』（
昭

・

、

四
季
社
）
を
虚
子
に
送
り
、
こ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
雷
蝶
」
が
「
季

の
も
の
を
唄
つ
た
詩
」
と
し
て
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
共
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

（
昭

・

）
に
紹
介
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
虚
子
と
交
流
し
て

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
三

い
た
三
好
が
「
我
々
の
国
の
所
謂
日
本
的
な
る
伝
統
の
も
の
の
あ
は
れ
、
も
の

の
あ
は
れ
の
文
学
的
結
晶
と
言
つ
て
も
よ
ろ
し
か
ら
う
と
こ
ろ
の
風
流
、
そ
の

風
流
の
四
つ
の
象
徴
の
花
鳥
風
月
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
花
鳥
諷
詠
に

影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
好
は
花
鳥
風
月
の
な
か
で
も
「
最
も

人
の
心
に
複
雑
な
訴
へ
方
で
訴
へ
来
る
も
の
は
、（
略
）
か
の
羽
族
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
に
鳥
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

三
好
の
鳥
好
き
は
周
囲
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
津
村
信
夫
が
信
州
に
滞

在
中
の
三
好
を
訪
ね
た
と
き
「
な
ん
と
云
つ
て
も
、
小
鳥
は
人
間
よ
り
傑
作
だ

ね
」
と
言
い
、「
小
鳥
の
歩
み
に
深
く
見
入
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
証
言
か
ら
も

窺
え
る
。
さ
ら
に
、
三
好
は
鳥
を
「
そ
の
歌
声
や
、
そ
の
姿
態
や
、
そ
の
羽
翼

の
賦
彩
、
さ
う
い
ふ
自
然
の
瑣
細
な
表
現
の
間
に
、
我
々
の
普
段
の
自
然
な
心

理
状
態
と
何
か
ぴ
つ
た
り
呼
応
す
る
準
備
が
あ
る
」
動
物
と
し
て
捉
え
、
ま
た

「
か
の
鳥
好
き
の
心
は
、
ま
た
や
が
て
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
心
に
最
も
距
離

の
近
い
｜
｜
と
言
ふ
よ
り
も
寧
ろ
両
者
は
一
つ
の
も
の
と
言
つ
て
も
い
い
ほ
ど

の
相
似
通
つ
た
心
情
で
は
あ
る
ま
い
か
し
ら
」
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
三

好
は
自
己
と
鳥
の
心
情
を
同
一
視
し
、
鳥
の
鳴
き
声
や
行
動
を
描
く
こ
と
で
自

分
を
表
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
好
は
、
発
哺
温
泉
か
ら
次
々
に
飛
び
立
っ
た
岩
燕
た
ち
を
見
て
い
る
が
、

「
彼
ら
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
発
育
の
遅
れ
た
巣
立
ち
前
の
そ
の
雛
を
、
恐



ら
く
何
か
逼
迫
し
た
理
由
か
ら
、
あ
は
れ
に
も
古
巣
の
底
に
見
棄
て
た
ま
ま
で
、

最
後
の
群
に
加
つ
て
南
に
帰
つ
た
」
と
い
う
姿
も
眼
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
岩
燕
の
雛
が
残
さ
れ
た
光
景
と
、「
夏
の
間
は
、
時
と
す
る
と
泊
り
客
が
百

人
を
超
え
る
」
天
狗
の
湯
が
、「
九
月
半
ば
、
山
地
は
既
に
秋
づ
い
た
こ
ろ
、

避
暑
客
は
み
な
宿
を
発
つ
て
、
私
一
人
が
、
そ
の
後
ひ
と
り
残
さ
れ
た
」
と
い

う
依
然
と
し
て
病
気
療
養
の
た
め
に
こ
の
宿
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
三
好
自
身
の
寂
し
さ
や
孤
独
感
と
が
重
な
っ
て
、「
黄
葉
」
第
二
行
「
お

前
一
人
が
と
り
残
さ
れ
た
と
」
と
い
う
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、「
お
前
」
と
は
、
三
好
自
身
が
一
人
残
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と

同
時
に
第
四
行
の
伏
線
と
な
る
岩
燕
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四

三
好
達
治
は
、
昭
和
八
年
五
月
一
日
に
「
帝
國
大
學
新
聞
」
に
四
行
詩
「
一

家
」「
厩
舍
」「
新
緑
」「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」
を
掲
載
し
た
後
、
同
年
八
月
か
ら

発
哺
温
泉
に
病
気
療
養
に
来
て
い
る
が
、
翌
年
二
月
ま
で
四
行
詩
は
発
表
し
て

い
な
い
。
そ
の
間
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
詩
の
翻
訳
に
追
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
翻
訳
の
仕
事
を
三
好
は
「
半
ば
智
的
で
半
ば
機
械
的
な
仕
事
」
と
呼
び
、

さ
ら
に
翻
訳
の
た
め
の
「
疲
労
の
現
象
」
は
「
私
の
や
う
に
永
ら
く
孤
独
に
慣

れ
た
者
に
は
不
思
議
な
魅
力
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
一
人
の
私
と
、
も
う

一
人
の
私
と
の
間
に
と
り
交
は
さ
れ
る
、
慰
め
と
戦
慄
に
満
ち
た
会
話
が
あ

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
慰
め
と
戦
慄
に
満
ち
た
会
話
」
と
は
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
自
分
に
命
ず
る
、「
荷
物
列
車
の
や
う
に
！
」
や
が
て
夜
明
け
が

く
る
だ
ら
う
、
そ
し
た
ら
、
展
望
の
風
景
が
ま
た
変
る
だ
ら
う
か
ら
、
そ

ん
な
風
に
私
は
身
を
躱
す
、
お
前
一
人
ぢ
や
な
い
、
お
前
一
人
ぢ
や
な
い
、

私
よ
、
私
一
人
の
こ
と
ぢ
や
な
い
の
だ
。（「
山
居
」）

私
に
向
か
っ
て
必
死
に
励
ま
す
も
う
一
人
の
私
と
の
会
話
で
あ
る
。
ま
た
、

「
山
居
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
山
泉
雑
記
（
二
）」
を
見
て
み

る
。

こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
ぞ
！

と
思
ひ
な
が
ら
も
、
秋
が
私
を
悲
し
く
し
た
。

そ
れ
は
、
季
節
の
せ
ゐ
ば
か
り
で
も
な
か
つ
た
だ
ら
う
、
都
会
育
ち
の
私

に
は
、
こ
ん
な
山
間
の
村
が
退
屈
で
な
ら
な
か
つ
た
。
私
は
自
分
を
支
へ

る
何
の
手
だ
て
も
知
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
ぞ
！

私
は
日
向

で
よ
く
自
分
を
励
ま
し
た
。

こ
れ
も
自
分
と
の
対
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
黄
葉
」
第
二
行
の
「
な
ぜ
だ
ら

う

私
の
耳
が
私
に
囁
く

お
前
一
人
が
と
り
残
さ
れ
た
と
」
で
は
、「
私
の

耳
が
私
に
囁
く
」
と
い
う
「
一
人
の
私
と
、
も
う
一
人
の
私
」
の
対
話
が
描
か

れ
て
い
る
。「
山
居
」
に
あ
る
よ
う
に
、
朝
に
な
れ
ば
展
望
の
風
景
が
変
わ
り
、

孤
独
な
自
分
か
ら
抜
け
出
せ
る
は
ず
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
状
況
は
朝
に
な

っ
て
も
結
局
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
岩
燕
達
が
去
っ
た
こ
と

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
四



に
よ
り
寂
し
さ
が
増
す
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
行
最
初
の

「
な
ぜ
だ
ら
う
」
は
、
第
一
行
の
「
静
け
さ

も
の
足
り
な
さ

」
に
対
し

て
の
言
葉
で
あ
り
、
第
二
行
の
「
私
の
耳
が
私
に
囁
く
」
と
い
う
会
話
す
る

「
私
」
へ
の
疑
問
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
な
ぜ
だ
ら
う
」
は
、
第
一
行
と

第
二
行
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
な
ぜ
だ
ら
う
」
と
い
う
言
葉
は
第
三
行
に
も
出
て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
他
の
四
行
詩
を
見
て
み
る
。

休
み
な
く
歌
ひ
な
が
ら

せ
つ
か
ち
に
枯
木
の
幹
を
ノ
ッ
ク
す
る

啄
木

鳥
お
前
を
見
て
ゐ
る
私
の
眼
か
ら

あ
や
ふ
く
涙
が
落
ち
さ
う
だ

な
ぜ
だ
ら
う

な
ぜ
だ
ら
う

何
も
理
由
は
な
い
や
う
だ

風
の
声

水
の
音

（「
空
山
」
昭
９
・
２
）

山
毛
欅
の
林

楢
の
林

白
樺
の
林

ひ
と
年
私
は
山
に
住
ひ

彼
ら
の

春
の
粧
ひ
と

彼
ら
の
秋
の
凋
落
を
見
た

け
れ
ど
も
彼
ら
の
裸
の
姿

雲
の
上
の
た
た

ず
ま
ひ
こ
そ

わ
け
て
も
私
の
心
に
し
み
る

何
故
だ
ら
う

そ
の
こ
と
わ
け
を
問
ひ
な

が
ら

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
五

今
日
も
ま
た
林
に
憩
ふ

や
う
や
く
私
の
も
の
と
な
つ
た

こ
の
手
足
こ

の
老
年
が
珍
ら
し
く

（「
空
林
」
昭

・
５
）

「
空
山
」
で
は
、
啄
木
鳥
の
鳴
き
声
や
動
作
を
見
て
、
涙
を
流
し
そ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
私
」
は
「
な
ぜ
だ
ら
う
」
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、

「
理
由
は
な
い
」
と
は
っ
き
り
し
た
原
因
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た

「
空
林
」
で
は
、
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
「
私
の
心
に
し
み
る
」
こ
と
に

対
し
て
「
何
故
だ
ら
う
」
と
そ
の
訳
を
考
え
な
が
ら
も
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら

な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。「
黄
葉
」
を
含
む
こ
れ
ら
三
篇
は
「
な
ぜ
だ
ら

う
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
が
そ
の
答
え
は
詩
の
中
で
は
書
か
れ
て
い

な
い
。
共
通
す
る
の
は
、
自
然
の
営
み
が
「
私
」
の
心
に
深
く
感
じ
入
っ
た
と

き
に
「
な
ぜ
だ
ら
う
」
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
三
好
は
、
季
節
の
移
り
変
わ
り

に
伴
う
鳥
の
様
子
や
山
な
ど
の
微
妙
な
変
化
に
よ
る
美
し
さ
を
捉
え
る
一
方
で
、

何
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
自
分
と
の
距
離
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
國
中
治
氏
が
「
山
泉
雑
記
」
の
よ
う
な
散
文
に
比
べ
、「
四
行
詩
『
黄

葉
』
で
は
〈
私

の
孤
絶
感
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
」
る
と
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
発
哺
温
泉
の
大
自
然
の
写
生
は
三
好
の
賛
美
で
も
あ
り
、
逆
に
自
ら

の
孤
独
感
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
三
好
は
翻

訳
の
仕
事
の
合
間
に
、
詩
人
と
し
て
信
州
の
雄
大
な
自
然
を
写
生
し
、
寂
し
さ

や
孤
独
感
を
凝
縮
し
て
簡
潔
な
言
葉
で
四
行
詩
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。



ま
た
、「
空
山
」「
空
林
」
で
は
、
自
然
の
描
写
の
後
に
「
な
ぜ
だ
ら
う
」
と

い
う
言
葉
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、「
黄
葉
」
は
「

の
黄
葉
の
鮮
や
か
さ

は

や
新
雪
の
眩
い
立
山
」
の
前
に
「
な
ぜ
だ
ら
う
」
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
こ
の
配
置
は
第
二
行
と
形
式
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
第
二
行
「
な
ぜ
だ
ら
う
」
以
下
「
私
の
耳
が
私
に
囁

く

お
前
一
人
が
と
り
残
さ
れ
た
と
」
は
三
好
自
身
の
孤
独
感
を
表
現
し
て
い

る
と
同
時
に
、
第
四
行
の
「
あ
あ

彼
ら
は
旅
立
つ
た

こ
の
狭
の
燕
ら
は
」

に
も
掛
か
っ
て
い
く
。
第
二
行
か
ら
第
四
行
へ
読
む
進
め
て
い
く
と
、
岩
燕
が

南
下
す
る
の
は
当
た
り
前
の
現
象
な
の
だ
が
、
第
二
行
に
立
ち
戻
っ
て
、
な
ぜ

親
鳥
は
雛
を
残
し
た
ま
ま
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
三
好

の
寂
し
い
思
い
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
行
、
第
三
行
の
行
頭

「
な
ぜ
だ
ら
う
」
は
、
他
の
行
に
も
影
響
し
、
各
行
の
意
味
が
重
層
的
に
絡
み

合
っ
た
詩
と
な
っ
て
い
る
。

「
黄
葉
」
は
、
三
好
達
治
が
少
年
時
代
に
培
っ
た
俳
句
の
教
養
が
下
敷
き
と

な
っ
て
、
自
ら
の
詩
に
お
い
て
「
印
象
派
的
詩
歌
」
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い

た
四
行
詩
で
あ
る
。
発
哺
温
泉
に
滞
在
し
始
め
た
頃
の
作
品
で
あ
り
、
雄
大
な

自
然
に
囲
ま
れ
て
感
動
し
写
生
す
る
一
方
で
、
三
好
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に

孤
独
感
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
表
現
し
た
詩
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
四

行
詩
と
い
う
詩
形
が
充
分
に
生
か
さ
れ
、
簡
潔
で
明
瞭
な
詩
語
に
よ
っ
て
内
容

の

と
構
成
が
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注

河
盛
好
蔵
は
「
三
好
君
は
こ
の
三
つ
の
詩
集
を
書
い
た
時
期
に
、
し
ば
し
ば
、
信

州
発
哺
温
泉
に
療
養
の
た
め
永
く
滞
在
し
た
こ
と
を
誌
し
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は

あ
る
ま
い
」（「
解
説
」、『
三
好
達
治
詩
集
』
所
収
、

頁
、
昭

・
２
・

、
新
潮

社
）
と
述
べ
、
阪
本
越
郎
は
「
『

花
集
』
所
収
の
詩
の
大
部
分
は
、
こ
の
高
原
の

眼
前
属
目
の
自
然
の
風
物
を
題
材
と
し
た
、
明
る
く
軽
や
か
な
四
行
詩
で
あ
る
」

（
「

花
集
」、『
日
本
の
詩
歌

三
好
達
治
』
所
収
、

頁
、
昭

・

・

、

中
央
公
論
社
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

石
原
八
束
「
狂
風
の
詩
人
」（『
三
好
達
治
』
所
収
、

頁
、
昭

・

・

、
筑

摩
書
房
）

阪
本
越
郎
「
南
窗
集
」（『
日
本
の
詩
歌

三
好
達
治
』
所
収
、

頁
、
昭

・

・

、
中
央
公
論
社
）

山
田
俊
幸
「『
四
季
』
と
、
そ
の
創
刊
」（
日
本
現
代
詩
研
究
者
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
編
『
日
本
の
詩
雑
誌
』
所
収
、

頁
、
平
７
・
５
・

、
有
精
堂
）

三
好
達
治
「
あ
る
魂
の
経
路
」（「
知
性
」
３
巻
２
号
、
昭

・
１
）。
全
集
四
巻

頁
。

三
好
達
治
「
私
の
詩
作
に
つ
い
て
」（『
現
代
詩
講
座

第
二
巻
』
所
収
、
昭

・

５
・

、
創
元
社
）。
全
集
六
巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
四
巻

頁
。

草
野
心
平
「
詩
壇
を
切
る
」（「
文
藝
」
２
巻
６
号
、
昭
９
・
６
）。
こ
れ
は
、
昭

和
九
年
五
月
の
「
文
藝
」
に
掲
載
さ
れ
た
三
好
達
治
「
旅
情
歌
」（「
千
曲
川
」「『
檸

檬
の
作
者
』」「
雪
景
」「
雉
」「
早
春
」）
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
井
伏
鱒
二
の

「
文
芸
時
評
」
も
同
じ
作
品
を
対
象
と
し
て
い
る
。

「

花

『

花

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
六



井
伏
鱒
二
「
文
芸
時
評
」（「
文
藝
」
２
巻
６
号
、
昭
９
・
６
）。
こ
の
な
か
で
井

伏
は
、
三
好
達
治
が
「
あ
る
魂
の
経
路
」
で
回
想
し
た
よ
う
に
、「
彼
の
詩
が
い
つ

も
天
地
自
然
か
ら
の
記
念
の
片
身
わ
け
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

浅
見
淵
・
尾
崎
一
雄
・
川
崎
長
太
郎
・
古
木
鐵
次
郎
・
外
村
繁
・
丹
羽
文
雄
・
淀

野
隆
三
・
緒
方
隆
士
・
小
田
嶽
夫
・
北
川
冬
彦
・
田
畑
修
一
郎
・
中
谷
孝
雄
・
三
好

達
治
「
文
藝
座
談
会
」（「
世
紀
」
創
刊
号
、
昭
９
・
４
）

萩
原
朔
太
郎
・
北
川
冬
彦
・
三
好
達
治
・
小
林
秀
雄
・
河
上
徹
太
郎
・
舟
橋
聖
一

「
詩
と
現
代
精
神
に
関
し
て
」（「
文
學
界
」
３
巻
８
号
、
昭

・
８
）

萩
原
朔
太
郎
・
三
好
達
治
・
丸
山
薫
・
神
保
光
太
郎
・
立
原
道
造
・「
現
代
詩
の

本
質
に
つ
い
て
｜
｜
四
季
座
談
会
」（「
四
季
」

号
、
昭

・
２
）

三
好
達
治
「
日
本
語
の
韻
律
｜
｜
萩
原
朔
太
郎
氏
著
『
純
正
詩
論
』
読
後
の
感
想

｜
｜
」（「
帝
國
大
學
新
聞
」、
昭

・
５
・
６
）。
全
集
五
巻

頁
。

萩
原
朔
太
郎
「
詩
壇
時
感
」（「
四
季
」

号
、
昭

・
８
）

馬
渡
憲
三
郎
「
昭
和
詩
論
の
問
題
」（『
昭
和
詩
史
へ
の
試
み
』
所
収
、

頁
、
平

５
・
３
・

、
朝
文
社
）

三
好
達
治
「
放
下
箸
｜
｜
人
の
世
の
道
の
な
か
ば
に
｜
｜
」（「
文
学
界
」
８
巻
５

号
、
昭

・
５
）。
全
集
九
巻

頁
。

内
藤
鳴
雪
『
俳
句
作
法
』（
明

・
３
・

、
博
文
館
）。
こ
の
書
は
、
通
俗
作
文

全
書
の
な
か
の
一
冊
で
、「
初
学
の
為
め
に
す
る
も
の
」（
凡
例
）
と
あ
る
俳
句
入
門

書
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
正
十
一
年
五
月
一
日
に
第
十
九
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
広
く
世
間
に
普
及
し
た
書
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
好
達
治
「
文
学
と
私
の
生
活
」（「
帝
國
大
學
新
聞
」、
昭

・

・

）。
全
集

八
巻

頁
。

三
好
達
治
「
詩
歌
の
思
出
」（「
短
歌
研
究
」
８
巻
６
号
、
昭

・
５
）。
全
集
六

巻

頁
。

高
浜
虚
子
「
俳
句
入
門
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

巻

号
、
大
１
・
９
）

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
七

青
田
青
峰
「
消
息
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

巻
４
号
、
大
３
・
１
）

高
浜
虚
子
「
進
む
べ
き
俳
句
の
道
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

巻
３
号
、
大
４
・

）

三
好
達
治
「
俳
句
と
季
題
」（「
俳
句
研
究
」
３
巻
７
号
、
昭

・
７
）。
全
集
四

巻

頁
。

加
藤
秋
邨
「
俳
句
展
望
」（「
新
潮
」

巻

号
、
昭

・

）

三
好
達
治
「
詩
壇
十
年
記
」（「
若
草
」
昭

・
５
、
未
見
）。
全
集
九
巻

頁
。

注

に
同
じ
。

頁
。

生
島
遼
一
「
同
郷
の
友
三
好
達
治
」（「
新
潮
」

巻

号
、
昭

・

）。
引
用

文
中
の
「
吉
村
」
は
吉
村
正
一
郎
を
、「
桑
原
」
は
桑
原
武
夫
を
指
す
。

山
ノ
内
町
誌
刊
行
会
編
『
山
ノ
内
町
誌
』
第
三
章
「
近
世
の
社
会
」

頁
（
昭

・
３
・
１
、
同
町
）

長
野
県
編
『
長
野
県
町
村
誌
北
信
篇
』「
平
穏
村
」（
昭

・
５
・

、

頁
、
長

野
県
町
村
誌
刊
行
会
）

三
好
達
治
「
山
泉
雑
記
」（「
帝
國
大
學
新
聞
」
昭
９
・
１
・
１
）。
全
集
十
巻

頁
。「
信
州
上
林
温
泉
か
ら
二
里
半
ば
か
り
奥
に
入
つ
た
発
哺
と
い
ふ
と
こ
ろ
、
旅

館
が
二
軒
き
り
の
、
そ
の
一
軒
の
天
狗
の
湯
と
い
ふ
の
に
夏
か
ら
冬
の
は
じ
め
ま
で
、

私
は
百
日
余
り
滞
在
し
た
。」
と
記
し
て
い
る
。

桑
原
武
夫
「
志
賀
高
原
と
三
好
達
治
｜
｜
病
身
を
休
め
た
山
の
温
泉
宿
｜
｜
」

（「
朝
日
新
聞
（
夕
刊
）」、
昭

・

・

）

三
好
達
治
「
信
州
発
哺
温
泉
」（
初
出
不
詳
、『
風
蕭
々
』
所
収
、
昭

・
４
・

、

河
出
書
房
）。
全
集
十
巻

頁
。

三
好
達
治
「
書
簡
」（
井
伏
鱒
二
宛
、
昭
和
八
年
九
月
十
三
日
付
、
長
野
県
下
下

高
井
郡
発
哺
天
狗
ノ
湯
ニ
テ
、
東
京
杉
並
宛
、
葉
書
）。
全
集
十
二
巻

頁
。

三
好
達
治
「
新
雪
遠
望
」（
初
出
不
詳
）。
全
集
十
巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
十
巻

頁
。

三
好
達
治
「
志
賀
高
原
」（
初
出
不
詳
、『
現
代
紀
行
文
学
全
集

第
三
巻
』
所
収
、



昭

・
９
・

、
修
道
社
）。
全
集
十
二
巻

頁
。

三
好
達
治
「
鷽
・
鴉
・
燕
」（「
新
潮
」

巻
７
号
、
昭

・
７
）。
全
集
十
巻

頁
。注

に
同
じ
。
第
八
章
「
動
物
」。

頁
。

中
谷
孝
雄
「
日
本
浪
漫
派
」（「
新
潮
」

巻

号
、
昭

・

）。
昭
和
十
年
春
、

中
谷
孝
雄
は
、「
日
本
浪
漫
派
」
の
同
人
緒
方
隆
士
の
病
気
療
養
の
た
め
に
、
上
林

温
泉
滞
在
中
の
三
好
達
治
を
訪
ね
た
。
先
に
緒
方
隆
士
を
静
養
の
た
め
発
哺
温
泉
天

狗
の
湯
に
向
か
わ
せ
、
そ
の
後
三
好
達
治
が
中
谷
孝
雄
を
「
発
哺
か
ら
見
る
北
ア
ル

プ
ス
の
眺
め
に
は
遙
に
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
る
よ
」
と
発
哺
温
泉
に
誘
っ
た
の
で

あ
る
。

注

に
同
じ
。
第
八
章
「
動
物
」。

頁
。

三
好
達
治
「
書
簡
」（
桑
原
武
夫
宛
、
昭
和
八
年
八
月
三
十
日
付
、
発
哺
よ
り
、

京
都
宛
、
葉
書
）。
全
集
十
二
巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
十
巻

頁
。

高
浜
虚
子
「
花
鳥
諷
詠
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

巻
５
号
、
昭
４
・
２
）

三
好
達
治
は
「
俳
句
研
究
」（
２
巻
６
号
、
昭

・
８
）
に
、「
句
帳
か
ら
」
と
題

し
、「
こ
す
も
す
や
干
し
竿
を
青
き
蜘
蛛
わ
た
る
」「
柿
落
葉
家
鴨
よ
ご
れ
て
眠
り
た

る
」「
鵯
ど
り
の
横
顔
み
た
り
瓜
の
宿
」「
初
夏
や
小
塢
の
趾
の
桑
畠
」「
今
日
も
ま

た
こ
こ
に
き
て
河
鹿
き
き
に
け
り
」
の
五
句
を
発
表
し
て
い
る
。

「
雷
蝶
」
と
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」（

巻
３
号
、
昭

・

）

に
掲
載
さ
れ
た
。「
雷
蝶
」
の
初
出
は
、「
四
季
」（
６
号
、
昭

・
３
）
で
あ
る
。

三
好
達
治
「
痴
人
饒
人
」（
初
出
不
詳
、『
風
蕭
々
』
所
収
、
昭

・
４
・

、
河

出
書
房
）。
全
集
九
巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
九
巻

頁
。

津
村
信
夫
「
自
然
の
こ
と
｜
｜
信
濃
で
の
二
人
の
兄
の
想
出
に
」（「
椎
の
木
」
昭

・
１
、『
津
村
信
夫
全
集

第
三
巻
』
所
収
、
昭

・

・

、

頁
、
角
川
書

店
）三

好
達
治
「
小
鳥
そ
の
他
」（「
中
央
公
論
」

巻
３
号
、
昭

・
３
）。
全
集
十

巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
九
巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
十
巻

頁
。

注

に
同
じ
。
全
集
十
巻

頁
。

三
好
達
治
「
鷽
」（
初
出
不
詳
）。
全
集
十
巻

頁
。

三
好
達
治
「
山
居
」（
未
定
稿
）。
全
集
十
二
巻

頁
。

三
好
達
治
「
山
泉
雑
記

」（
未
定
稿
）。
全
集
十
二
巻

頁
。

三
好
達
治
「
空
山
」（「
文
藝
評
論
」
１
巻
２
輯
、「
セ
ル
パ
ン
」

号
、
昭
９
・

２
）。
全
集
一
巻

頁
。

三
好
達
治
「
空
林
」（「
文
學
界
」
３
巻
５
号
、
昭

・
５
）。
全
集
一
巻

頁
。

國
中
治
「
三
好
達
治
に
お
け
る
口
語
四
行
詩
と
そ
の
周
圏
」（「
神
戸
松
蔭
女
子
学

院
大
学
・
短
期
大
学

研
究
紀
要
」

号
、
平

・
３
）

（
付
記
）本

稿
で
引
用
し
た
三
好
達
治
の
詩
及
び
随
筆
は
『
三
好
達
治
全
集
』
全
十
二
巻

（
昭

・

・

昭

・

・
１
、
筑
摩
書
房
）
を
底
本
と
す
る
。
原
則
と
し
て

漢
字
を
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
な
お
、
本
文
中
で
は
「
全
集
」
と
略

記
し
た
。

三
好
達
治
「
黄
葉
」
論

六
八
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