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う
ち
ま
た
に
落
葉
を
踏
ん
で
な
ま
け
熊 

 
 

（
昭
和
三
八
年
） 

  

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
句
。
と
は
言
え
、
野
生
の
熊
で
は
「
う
ち
ま
た
」
に
は
な
ら
な
い
。
い

や
い
や
動
物
園
の
熊
だ
っ
て
、
こ
う
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
え

ば
「
自
嘲
」
、
あ
る
い
は
「
自
画
像
」
。
そ
う
、
自
ら
を
動
物
園
の
熊
に
仮
託
し
て
、
束
の

間
の
本
音
を
戯
画
的
に
吐
露
し
た
句
だ
。
落
葉
が
降
り
込
め
ば
、
そ
の
落
葉
を
踏
ん
で
、

野
生
か
ら
去
勢
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
「
う
ち
ま
た
」
で
歩
く
熊
の
イ
メ
ー
ジ
。
し
か
も

「
な
ま
け
」
癖
が
あ
る
熊
だ
と
い
う
。
何
事
に
も
情
熱
的
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
き

た
八
束
と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
弱
音
を
吐
き
た
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、

ふ
つ
う
の
自
嘲
の
句
と
異
な
る
の
は
、
い
つ
か
の
〈
パ
イ
プ
も
て
う
ち
は
ら
ふ
万
愚
節
の

雪
〉
の
と
き
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
ど
こ
と
な
く
文
人
の
恰
幅
が
漂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

「
な
ま
け
熊
」
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
ど
っ
こ
い
覚
悟
は
す
で
に
で
き
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
そ
の
、
一
時
的
な
「
な
ま
け
熊
」
。
そ
ん
な
気
持
の
ゆ
と
り
が
見
え
る
の
だ
。
「
う
ち
ま

た
」
「
な
ま
け
」
あ
た
り
の
音
韻
の
ぬ
め
り
感
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
味
を
出
し
て
い
る
。 
 

 

風
に
追
は
れ
ゐ
て
抱
く
葱
の
白
き
仮
死 

 
 

（
昭
和
三
八
年
） 

  

「
白
き
仮
死
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
現
代
詩
的
な
意
匠
。「
風
に
追
は
れ
ゐ
て
」
と
八
音

で
始
ま
り
、
五
・
五
と
続
く
変
則
的
な
リ
ズ
ム
が
、
そ
の
「
白
き
仮
死
」
を
引
き
締
め
て

効
果
的
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
八
百
屋
で
買
っ
て
き
た
葱
が
、
北
風
に
背
を
吹
か
れ
な

が
ら
帰
っ
て
き
た
ら
、
生
気
を
失
っ
て
萎
れ
か
か
っ
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
卑
俗
な
情

景
を
訴
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
八
束
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
、
も
っ
と

本
質
的
な
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
だ
。 

 

こ
の
「
葱
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
も
と
も
と
生
気
に
満
ち
て
い
る
も
の
、
ナ

イ
ー
ブ
な
も
の
、
作
者
が
腕
の
中
に
抱
き
か
か
え
て
守
っ
て
き
た
も
の
。
私
な
ら
ば
、
そ

れ
は
八
束
の
「
詩
想
」
あ
る
い
は
「
詩
感
覚
」
と
で
も
答
え
た
い
。（
も
ち
ろ
ん
、
卑
近
な

「
妻
」
で
も
「
家
族
」
で
も
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
八
束
の
「
詩
想
」
の
領
域
に
は

「
妻
」
も
「
家
族
」
も
当
然
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
そ
れ
で
す
べ
て
で
は
な
い
。
） 

 

八
束
は
、
厳
し
い
非
難
を
受
け
て
い
っ
た
ん
萎
え
か
か
っ
た
自
ら
の
詩
想
を
、
ふ
た
た

び
自
ら
の
腕
の
中
で
あ
た
た
め
、
そ
れ
が
息
を
吹
き
返
す
の
を
辛
抱
強
く
待
つ
の
だ
。
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
ー
ブ
な
も
の
だ
か
ら
、
自
分
が
命
を
賭
け
て
守
っ
て
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
「
葱
」
に
こ
ん
な
形
で
詩
を
発
見
す
る
人
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。

〈
夢
の
世
に
葱
を
作
り
て
寂
し
さ
よ 

永
田
耕
衣
〉
の
例
も
あ
る
が
、
俳
人
と
は
変
な
こ

と
を
考
え
る
も
の
だ
。
不
思
議
な
面
白
い
句
だ
と
思
う
。 
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元
日
の
操
守
吹
か
る
る
貌か

ほ

さ
ら
し 

 
 

 
 

（
昭
和
三
九
年
） 

  

先
に
述
べ
た
「
操
守
」
の
志
を
元
日
に
確
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
句
。
す
こ
し
力
が

入
っ
て
い
る
の
は
句
の
性
格
上
や
む
を
得
な
い
。
新
年
だ
と
い
う
の
に
、
め
で
た
さ
は
中

く
ら
い
も
な
い
悲
愴
な
決
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
い
つ
も
一
人
で
凩
に
顔
を
晒
し
て
い
る

か
の
よ
う
な
後
半
生
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
句
を
読
ん
で
い
る
と
、「
操
守
」
と
い
う
言
葉
が
と
き
お
り
擬
人
的
に
見
え
て
く
る

こ
と
が
あ
る
。
自
ら
の
文
学
の
志
を
深
く
貫
く
と
い
う
自
覚
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
を
一
介

の
俳
人
と
し
て
自
立
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
病
弱
だ
っ
た
青
春
を
な
ん
と

か
乗
り
越
え
て
き
た
八
束
が
、
俳
句
に
拠
り
つ
つ
自
ら
を
晒
し
者
に
す
る
覚
悟
を
も
っ
て
、

よ
う
や
く
一
人
立
ち
を
決
意
し
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

あ
か
つ
き
の
死
色
浮
び
ぬ
花
の
窓 

 
 

 
 

（
昭
和
三
九
年
） 

  

前
書
「
四
月
五
日
八
時
田
園
調
布
中
央
病
院
に
て
三
好
達
治
先
生
逝
く 

六
句
」
と
あ

る
中
の
一
句
目
。
詩
人
の
最
期
に
つ
い
て
は
、
『
秋
琴
帖
』
（
石
原
八
束
著
・
皆
美
社
）
の

「
詩
人
の
最
後
・
三
好
達
治
」
に
詳
し
い
か
ら
、
興
味
の
あ
る
読
者
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
い

た
だ
こ
う
。
句
集
『
雪
稜
線
』
の
「
序
に
代
へ
て
」
に
も
載
せ
て
あ
っ
た
の
は
先
に
紹
介

し
た
と
お
り
。
た
い
へ
ん
よ
く
書
き
込
ま
れ
た
す
ぐ
れ
た
随
筆
に
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
一
節
を
引
い
て
、
こ
の
句
の
解
釈
に
し
よ
う
。
こ
れ
に
勝
る
鑑
賞
は
い
ま
の
と
こ

ろ
な
い
だ
ろ
う
。 

「
や
が
て
、
東
の
窓
を
紫
に
染
め
て
夜
が
明
け
か
け
て
き
た
。
そ
の
紫
色
の
窓
ガ
ラ
ス
に

写
つ
た
詩
人
の
顔
は
、
次
第
に
死
色
を
濃
く
し
つ
つ
、
外
の
明
る
さ
の
中
に
消
え
て
行
つ

た
。
消
え
た
窓
の
向
う
に
、
満
開
の
桜
の
花
が
浮
び
あ
が
る
や
う
に
あ
ざ
や
か
に
咲
き
盛

つ
て
ゐ
た
。 

 
 

万
事
傷
心
目
前
に
あ
り 

 
 

一
身
憔
悴
花
に
対
し
て
眠
る 

 

詩
人
の
愛
誦
し
て
と
き
に
口
に
し
た
七
絶
で
あ
る
。
大
暦
の
詩
人
司
空
曙
の
作
で
あ
る

こ
と
は
、
こ
こ
に
言
ふ
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
―
噫
。
」 

 
 

 
 

 
 

 

 

升
酒
に
顔
を
写
し
て
し
ま
ひ
け
り 

 
 

 
 

（
昭
和
四
〇
年
） 

  

八
束
の
随
筆
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
三
好
達
治
を
思
い
出
し
て
詠

ん
だ
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
作
者
は
前
書
も
付
け
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
れ
は
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自
嘲
の
作
、
つ
ま
り
主
人
公
は
八
束
自
身
と
読
む
の
が
筋
道
で
あ
ろ
う
。
胸
に
鬱
屈
を
か

か
え
て
、
あ
ま
り
き
れ
い
な
飲
み
方
に
は
な
ら
な
か
っ
た
あ
る
日
の
自
画
像
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
か
。「
し
ま
ひ
け
り
」
と
い
う
下
五
に
そ
ん
な
深
酒
の
気
配
が
濃
厚
だ
。
升
酒
に

自
分
の
顔
を
写
し
た
か
と
思
っ
た
の
も
束
の
間
、
そ
の
ま
ま
眠
っ
て
し
ま
っ
た
か
。
お
互

い
に
な
に
か
辛
い
も
の
を
感
じ
る
句
だ
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
句
は
「
熱
燗
」
の
対
（
つ
い
）
で
ず
っ
と
冬
の
句
だ
と
思
っ
て
い
た

が
、
あ
る
と
き
、「
升
酒
」
は
季
語
に
な
り
得
る
の
か
疑
問
が
湧
い
た
。
升
酒
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
「
冷
や
酒
」
だ
。
な
ら
ば
、
俳
句
的
に
は
ほ
ん
と
う
は
夏
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
八
束
は
こ
の
句
を
ど
う
見
て
も
冬
の
時
期
の
句
の
中
に
収
め
て
い
る
。
気
配
を
重

ん
じ
て
（
心
の
）
冬
だ
と
思
わ
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
気
持
は
、
そ
ん
な
一
人
酒

を
飲
ん
だ
日
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
先
生
に
は
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
、
い
ま
の
私
の
結
論
は
、
無
季
。
か

と
い
っ
て
、
無
季
だ
か
ら
評
価
が
下
が
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
升
酒
に
ふ
と
映
っ
た

自
分
の
顔
を
瞬
間
的
に
見
て
、
な
さ
け
な
い
ほ
ど
に
自
分
の
内
面
を
意
識
し
た
八
束
の
心

の
肉
声
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
。
い
わ
ば
、
内
面
詠
の
手
法
の

み
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
印
象
深
い
句
だ
と
も
言
え
よ
う
。 

 

 

た
ま
に
は
無
季
に
な
っ
た
っ
て
、
こ
の
く
ら
い
の
句
に
な
れ
ば
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

鷺
草
の
鷺
は
二
羽
連
れ
二
羽
の
露 

 
 

 
 

（
昭
和
四
〇
年
） 

  

学
生
の
頃
に
、「
う
ま
い
な
あ
」
と
つ
く
づ
く
感
じ
入
っ
た
句
。
八
束
の
自
註
に
よ
る
と
、

あ
る
句
会
の
折
に
鉢
植
え
の
鷺
草
を
持
っ
て
き
た
男
が
、「
こ
れ
で
句
を
詠
め
」
と
で
も
い

う
か
の
よ
う
に
、
そ
の
鉢
を
作
者
の
前
の
机
に
置
い
た
。
そ
の
と
き
に
「
即
席
」
に
返
し

た
の
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
句
と
の
こ
と
。
中
七
ま
で
な
ら
ば
と
も
か
く
、「
二
羽
の
露
」
が

ス
ム
ー
ズ
に
出
る
人
は
そ
う
い
な
い
だ
ろ
う
。
い
や
、
先
生
だ
っ
て
、
こ
の
と
き
ば
か
り

は
自
ら
に
「
神
が
か
り
」
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

天
使
の
よ
う
な
純
粋
無
垢
な
二
つ
の
鷺
草
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宿
命
の
象
徴
の
よ

う
な
「
露
」
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
い
ま
と
な
っ
て
は
、
そ
の
後
文
京
区
小
日
向

の
鷺
坂
近
く
に
住
ん
だ
八
束
を
偲
ぶ
に
、
こ
ん
な
ふ
さ
わ
し
い
句
は
な
い
。 

 

湧
き
あ
が
る
嵐
気
の
谷
の
朴
の
花 

 
 

 
 

（
昭
和
四
一
年
） 

  

「
嵐
気
」
と
い
う
の
は
、
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
「
青
々
と
う
る
お
う
山
気
。
山
中
に

立
つ
も
や
」
と
あ
る
。
万
緑
の
中
に
湧
き
あ
が
る
よ
う
に
靄
だ
つ
谷
に
、
堂
々
と
大
き
な

朴
の
花
が
咲
き
誇
っ
て
い
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
朴
の
花
の
力
強
い
生
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命
感
、
そ
し
て
香
気
と
高
貴
さ
。「
湧
き
あ
が
る
」
と
い
う
勢
い
の
あ
る
上
五
に
触
発
さ
れ

た
か
の
よ
う
に
、
靄
が
湧
き
、
朴
が
咲
く
。
皆
、
垂
直
方
向
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
し
て

い
る
か
の
よ
う
だ
。「
あ
」
音
と
「
の
」
の
く
り
返
し
に
よ
っ
て
音
韻
的
に
も
支
え
ら
れ
た
、

お
お
ら
か
で
し
か
も
気
迫
が
こ
も
っ
て
い
る
一
句
だ
と
思
う
。 

 

炎
天
や
ケ
セ
ラ
辻
潤
の
背
徳
歌 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
一
年
） 

 

炎
天
と
い
う
と
、
ど
う
い
う
訳
か
、
私
は
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
を
思
い
浮
か
べ
る
。

日
本
の
炎
天
を
は
る
か
に
超
え
た
ア
ラ
ブ
の
砂
漠
の
炎
天
。
土
地
の
も
た
ら
す
猛
烈
な
日

差
し
は
、
ど
こ
か
主
人
公
ム
ル
ソ
ー
の
行
動
の
不
条
理
を
受
け
入
れ
さ
せ
て
し
ま
う
力
が

あ
る
。
す
べ
て
暑
さ
の
せ
い
に
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
が
、

八
束
の
こ
の
句
に
は
、
身
の
内
に
鬱
屈
し
て
い
る
も
の
を
不
条
理
を
出
口
と
し
て
吐
き
出

し
て
し
ま
い
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
半
分
投
げ
や
り
な
心
も
ち
を
感
じ
る
。 

八
束
自
身
が
三
好
達
治
直
伝
の
無
頼
を
身
の
内
に
宿
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は

な
い
が
、
八
束
は
無
頼
に
対
す
る
憧
れ
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
無
頼
漢
と
い
う
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
一
人
旅
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
無
頼
と
い
う
よ
り
は
類
い
希
な
好
奇

心
と
ロ
マ
ン
主
義
的
な
情
熱
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
モ
ラ
リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
。

当
然
、
無
頼
で
な
い
者
に
は
、
鬱
屈
の
捨
て
場
が
少
な
い
の
も
事
実
だ
。
俳
人
と
し
て
も
、

家
庭
人
と
し
て
も
、
悩
み
多
き
時
期
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
折
、
八
束
は
当
時
の
ダ
ダ
イ
ス

ト
辻
潤
の
作
品
に
巡
り
合
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
世
の
中
に
対
し
て
「
ケ
セ
ラ
セ
ラ
（
＝

な
る
よ
う
に
な
る
さ
）
」
の
態
度
の
中
に
は
、
当
然
背
徳
な
詩
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。 

生
徒
で
あ
っ
た
伊
藤
野
枝
と
の
恋
愛
問
題
や
結
婚
に
は
じ
ま
り
、
ア
ナ
キ
ス
ト
大
杉
栄

を
追
っ
て
の
野
枝
の
出
奔
、
そ
し
て
関
東
大
震
災
時
の
大
杉
栄
、
伊
藤
野
枝
ら
の
憲
兵
に

よ
る
虐
殺
に
至
る
ま
で
、
そ
の
周
辺
を
含
め
て
「
背
徳
」
に
は
事
欠
か
な
い
話
題
の
辻
潤

で
は
あ
る
が
、
八
束
に
こ
の
背
徳
は
ど
の
よ
う
に
響
い
て
届
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
的
人
生
態
度
の
八
束
が
背
徳
歌
に
共
感
す
る
素
地
に
は
、
や
は
り
孤
高
の
詩

人
・
三
好
達
治
の
無
頼
へ
の
憧
れ
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

さ
よ
な
ら
を
言
ふ
に
は
遠
き
裸
か
な 

 
 

 

（
昭
和
四
一
年
） 

  

こ
の
句
は
、
急
な
来
客
の
と
き
の
ス
テ
テ
コ
一
つ
の
困
惑
し
た
作
者
自
身
を
描
い
た
も

の
だ
と
い
う
自
註
を
詠
ん
で
、
目
の
覚
め
る
よ
う
な
思
い
が
し
た
こ
と
が
あ
る
。『
石
原
八

束
百
句
』（
永
田
書
房
）
の
深
谷
雄
大
さ
ん
も
、
同
じ
「
目
が
覚
め
る
」
思
い
が
し
た
よ
う

だ
が
、
そ
れ
は
八
束
の
反
語
逆
説
的
な
内
観
造
型
の
ユ
ー
モ
ア
に
気
付
い
て
の
開
眼
だ
っ

た
よ
う
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
読
者
冥
利
、
弟
子
冥
利
の
よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
私
の
場
合
の
「
目
が
覚
め
る
」
思
い
は
、
い
ま
の
こ
と
ば
で
言
う
な
ら

ば
、「
目
が
点
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
。
こ
の
句
を
称
揚
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
な

い
の
か
、
私
に
も
分
か
ら
な
い
が
、
俳
句
の
読
み
の
問
題
と
し
て
書
き
残
し
て
お
く
こ
と

は
読
者
の
た
め
に
無
駄
に
は
な
る
ま
い
。 

 

実
は
、
作
者
の
自
註
を
読
む
ま
で
、
私
は
こ
の
句
に
た
い
へ
ん
惹
か
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
哀
し
く
美
し
い
場
面
が
目
に
浮
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
八
束
は
自
註
で
虚

子
の
〈
闇
な
れ
ば
衣
ま
と
ふ
間
の
裸
か
な
〉
を
引
い
て
、「
こ
の
裸
は
女
人
と
考
え
て
い
い

だ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
小
憎
い
ほ
ど
艶
な
る
句
」
と
評
し
て
い
る
が
、
私
は
八
束
の
句
の
裸

も
女
人
と
捉
え
て
い
た
の
だ
。
た
だ
し
、
虚
子
の
句
が
入
浴
後
の
ほ
の
暗
い
部
屋
を
思
い

浮
か
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
八
束
の
女
人
は
彼
の
世
か
ら
こ
の
世
を
訪
ね
て
来
た
か
の

よ
う
な
、
し
め
や
か
な
か
げ
り
の
う
ら
若
き
薄
幸
の
女
人
。
幽
明
の
境
ま
で
訪
ね
て
来
た

か
の
よ
う
な
女
人
を
思
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
古
事
記
に
い
う
よ
う
な
醜
い
裸
で
は
な
く
て
、

い
く
ぶ
ん
病
的
な
が
ら
も
透
き
通
る
よ
う
な
う
つ
く
し
い
肌
。 

 

そ
の
よ
う
な
裸
体
の
女
人
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
世
を
去
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

黎
明
の
と
き
、
立
ち
去
り
な
が
ら
残
し
て
ゆ
く
「
さ
よ
な
ら
」
に
対
し
て
、
八
束
も
「
さ

よ
な
ら
」
と
返
し
た
い
の
だ
が
、
す
で
に
そ
の
と
き
に
は
女
人
は
遠
く
に
去
っ
て
し
ま
っ

て
、
声
が
と
ど
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
哀
切
な
別
れ
の
と
き
を
、
幻
想
的
情
景
と
し
て
描

き
た
か
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
句
の
「
裸
」
の
句
を
捉
え
て
い
た

の
だ
っ
た
。
実
際
、
い
ま
で
も
こ
の
句
を
見
る
と
、〈
死
顔
の
妻
の
か
し
づ
く
深
雪
か
な 

八

束
（
昭
和
四
三
年
）
〉
を
先
取
り
し
た
句
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
伝
統
的
な
季
語
と
し
て
の
「
裸
」
の
本
意
は
、
そ
ん
な
幻
想
的
な
も
の
で

は
な
い
、
と
の
声
が
返
っ
て
く
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
作
者
自
身
が
実
際
の
生
活
の

上
で
の
出
来
事
を
描
い
た
と
言
う
の
だ
か
ら
、
私
の
読
み
が
い
さ
さ
か
レ
ー
ル
を
外
れ
て

し
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
今
で
も
尚
、
私
は
自
分
の
読
み
に
こ
だ

わ
っ
て
い
た
い
気
が
し
て
や
ま
な
い
の
だ
。 

 

と
こ
ろ
で
、
い
き
な
り
、
私
の
解
釈
を
全
面
に
綴
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
八
束
に
と

っ
て
も
、
深
谷
雄
大
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
や
り
き
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
八
束
フ
ァ
ン

の
た
め
に
も
、
お
二
人
の
解
釈
も
こ
こ
に
紹
介
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

ま
ず
、
作
者
の
八
束
の
自
註
を
。 

 

「
拙
作
の
方
は
し
か
し
、
同
じ
裸
で
も
昼
間
の
男
性
だ
か
ら
、
さ
よ
な
ら
を
言
う
相
手

も
、
ま
さ
か
女
人
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
家
族
の
友
人
が
た
ま
た
ま
来
訪
し
て
、

帰
り
が
か
っ
て
玄
関
ま
で
出
て
い
る
。
作
者
は
奥
の
座
敷
で
昼
寝
か
ら
覚
め
た
ば
か
り
で
、

ス
テ
テ
コ
一
枚
の
裸
で
あ
っ
た
。
そ
の
裸
で
玄
関
に
飛
ん
で
ゆ
く
こ
と
も
で
き
な
い
。「
さ

よ
な
ら
」
を
言
う
に
し
て
も
、
玄
関
ま
で
は
遠
い
。
大
声
で
「
さ
よ
な
ら
」
と
怒
鳴
っ
た

の
で
は
相
手
に
こ
ち
ら
の
実
意
が
伝
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
コ
ッ
ケ
イ
な
る
て
い
た
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ら
く
が
、
暑
い
と
き
の
裸
の
実
体
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年

二
月
号
） 

 

次
に
、
深
谷
雄
大
さ
ん
の
解
釈
を
。 

 

「
私
の
住
む
北
海
道
で
も
、
一
年
の
う
ち
一
週
間
く
ら
い
は
裸
で
過
ご
し
た
い
ほ
ど
、

暑
い
日
の
続
く
こ
と
が
あ
る
。
裸
で
過
ご
す
の
は
、
む
ろ
ん
、
自
宅
で
く
つ
ろ
ぐ
時
だ
け

だ
が
、
そ
ん
な
時
、
突
然
の
来
客
が
あ
っ
た
り
す
る
と
ほ
と
ほ
と
困
惑
す
る
。
相
手
に
裸

に
な
っ
て
も
ら
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
か
と
い
っ
て
、
こ
ち
ら
が
俄
に
衣
を
纏
っ
て
出
た

と
し
て
も
、
延
び
て
し
ま
っ
た
間
は
縮
ま
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

け
だ
し
、
こ
の
句
の
「
裸
」
は
、
即
物
的
現
象
よ
り
も
、
内
心
に
か
か
わ
る
問
題
を
よ

り
強
く
内
蔵
し
て
い
る
（
中
略
）
反
語
逆
説
の
バ
ネ
を
用
い
て
内
観
心
象
の
造
型
を
果
た

す
、
作
者
独
自
の
彫
琢
は
、
余
人
の
及
ば
ぬ
領
域
へ
と
詩
心
を
拡
げ
た
」（
深
谷
雄
大
著
『
石

原
八
束
百
句
』
永
田
書
房
刊
） 

 

ま
と
め
て
み
る
と
、「
コ
ッ
ケ
イ
な
る
て
い
た
ら
く
が
、
暑
い
と
き
の
裸
の
実
体
」
と
い

う
の
が
、
八
束
の
主
張
で
、
こ
の
「
裸
」
の
登
場
人
物
は
作
者
で
あ
る
八
束
本
人
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
深
谷
雄
大
さ
ん
の
読
み
も
、
こ
の
「
裸
」
の
実
体
を
内
心
へ
と
錨

を
下
ろ
し
た
も
の
。
ど
う
も
、
こ
ち
ら
の
方
が
人
間
を
よ
く
知
り
抜
い
て
い
る
深
い
解
釈

の
よ
う
に
、
た
し
か
に
思
え
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
で
も
、
「
（
客
人
が
）
遠
き
（
私
の
）

裸
か
な
」
と
、
連
体
形
の
連
結
の
中
に
主
語
が
二
つ
入
り
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
や
は
り

純
粋
な
読
み
と
し
て
少
々
無
理
で
は
な
い
か
、
と
考
え
直
し
て
躊
躇
し
て
い
る
、
と
い
う

の
が
正
直
な
と
こ
ろ
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
と
き
、
八
束
は
ま
だ
四
七
歳
。
な
ん
で
こ
ん
な
に
老
成
し
た
句

を
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
不
思
議
な
句
と
し
て
、
い
ま
は
先
に
進
む
こ
と
に
し

よ
う
。 

 

秋
風
や
し
づ
け
さ
英
彦

ひ

こ

の
山
を
圧
す 

 
 

 

（
昭
和
四
一
年
） 

  

「
九
州
英
彦
山
に
高
千
穂
峰
女
さ
ん
を
訪
ふ
」
と
前
書
の
あ
る
句
。
八
束
の
句
は
、「
し

づ
け
さ
」
が
「
山
を
圧
（
お
）
す
」
と
大
胆
に
表
現
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
仰
な
作

為
を
感
じ
さ
せ
ず
、
秋
風
が
し
っ
と
り
と
山
を
撫
で
て
ゆ
く
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
と

こ
ろ
が
よ
い
。
私
は
、
こ
の
句
を
読
ん
で
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
、
澄
み
渡
っ
た
山
の

上
の
大
気
が
見
え
て
く
る
。
天
上
の
「
し
づ
け
さ
」
が
大
気
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
全
体
に

行
き
わ
た
っ
て
英
彦
山
を
鎮
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。「
圧
す
」
と
い
う
一
語
で
、
本
来
目

に
は
見
え
な
い
「
し
ず
け
さ
」
が
、
澄
ん
だ
光
と
な
っ
て
山
を
押
し
て
い
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
が
伝
わ
る
。 

 

〈
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声 

芭
蕉
〉
の
句
は
、「
し
ず
か
さ
」
が
場
を
支
配
し

て
、「
し
み
入
る
」
の
は
あ
く
ま
で
「
蝉
の
声
」
だ
が
、
八
束
の
句
で
は
秋
風
が
場
を
支
配
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し
て
、
そ
の
中
で
「
し
づ
け
さ
」
が
直
接
英
彦
山
を
圧
す
よ
う
に
し
て
山
に
し
み
込
む
。

そ
の
差
異
は
あ
り
な
が
ら
も
、
八
束
の
こ
の
句
の
落
ち
着
い
た
秋
の
透
明
感
も
な
か
な
か

捨
て
が
た
い
。
今
回
、
そ
の
よ
さ
を
発
見
し
た
句
の
一
つ
。 

 

し
ら
じ
ら
と
貌
に
貼
り
つ
く
秋
の
風 

 
 

 

（
昭
和
四
二
年
） 

  

秋
風
の
句
を
も
う
一
つ
引
い
て
お
こ
う
。
先
に
ご
紹
介
し
た
〈
元
日
の
操
守
吹
か
る
る

貌(

か
ほ)

さ
ら
し
〉
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
句
も
顔
に
風
を
受
け
て
い
る
。
顔
に
風
が
ま

と
い
つ
く
独
特
の
感
覚
が
八
束
に
は
あ
る
よ
う
だ
。「
し
ら
じ
ら
と
」
と
い
う
修
飾
の
語
に

必
ず
し
も
満
足
は
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
こ
に
は
や
は
り
内
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
近
代
の
詩
趣
が
通
っ
て
い
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
作
者
の
自
註
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
句
が
〈
あ
か
あ
か
と
日
は
難
面(

つ

れ
な
く)

も
秋
の
風 

芭
蕉
〉
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
は
明
白
な
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
風
趣

は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
だ
。「
あ
か
あ
か
」
の
赤
に
対
し
て
「
し
ら
じ
ら
」
の
白
。
芭
蕉
の

句
が
初
秋
の
秋
風
を
詠
ん
だ
の
対
し
て
、
八
束
の
句
は
仲
秋
以
降
の
秋
風
の
趣
が
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
句
で
は
、
作
者
は
秋
風
の
中
に
一
人
立
ち
尽
く
し
て
い
る
。
そ
の
貌
に
秋

風
が
し
ら
じ
ら
と
貼
り
つ
い
て
、
剥
が
れ
な
い
。
ま
わ
り
の
世
界
が
み
な
し
ら
じ
ら
と
感

じ
ら
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
孤
絶
感
と
寂
寥
。
そ
の
白
々
と
し
た
視
線
は
、
お
の
ず
と
自
分

の
内
心
へ
と
向
か
う
。 

ケ
セ
ラ
セ
ラ
と
楽
天
家
を
装
う
心
の
ゆ
と
り
も
な
く
、
や
け
の
や
ん
ぱ
ち
に
な
る
ほ
ど

自
堕
落
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
八
束
に
で
き
る
こ
と
は
、
独
り
怺
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ

た
。 

 

作
者
の
自
註
に
よ
れ
ば
、
三
好
達
治
の
急
逝
、
洋
子
夫
人
の
難
病
に
よ
る
入
退
院
の
く

り
返
し
の
始
ま
り
と
相
俟
っ
て
の
「
わ
が
人
生
の
秋
風
」
だ
と
の
こ
と
。『
空
の
渚
』
の
〈
く

ら
が
り
に
歳
月
を
負
ふ
冬
帽
子
〉
の
句
で
は
「
暗
い
歳
月
は
う
し
ろ
に
あ
っ
た
」
と
述
懐

し
た
八
束
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
た
び
の
「
し
ら
じ
ら
と
」
の
句
で
は
、
冬
に
向
け
万
物
を

蕭
殺
す
る
残
酷
な
秋
風
を
通
わ
せ
て
、
ふ
た
た
び
暗
い
歳
月
の
到
来
を
ほ
の
め
か
す
よ
う

な
自
画
像
に
な
っ
て
い
る
。
色
な
き
風
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
す
ま
す
作
者
の
運
命
が
曝

し
出
さ
れ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
・
・
・
。 

 

落
葉
焚
く
焔
い
ろ
は
湖
の
只
中
に 

 
 

 
 

（
昭
和
四
二
年
） 

 
 

 

昔
の
句
集
を
読
み
直
し
て
い
る
と
、
時
折
、
作
者
の
将
来
に
つ
な
が
る
句
を
見
つ
け
る

こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
将
来
の
代
表
句
の
原
型
。
そ
の
句
自
身
は
、
さ
し
た
る
注
目

も
さ
れ
ず
じ
ま
い
だ
が
、
や
が
て
何
十
年
後
か
に
、
よ
り
熟
成
さ
れ
た
か
た
ち
で
突
然
浮
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か
び
上
が
っ
て
き
て
、
代
表
作
に
収
ま
る
。
こ
ん
な
い
わ
ば
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
み
た

い
な
句
を
見
つ
け
る
と
、
フ
ァ
ン
と
し
て
は
た
い
へ
ん
う
れ
し
い
。 

 

こ
の
句
は
、
句
集
に
は
〈
葉
落
焚
く
焔
い
ろ
は
湖
の
只
中
に
〉
と
い
う
か
た
ち
で
載
っ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
上
五
は
誤
植
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
八
束
も
あ
ま
り
気
に
な
ら

な
か
っ
た
句
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
昭
和
五
八
年
、
す
な
わ
ち
一
六
年
後
に
、

本
人
曰
く
「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
下
り
る
つ
も
り
で
」
敢
行
し
た
北
欧
の
白
夜
の
旅
で
、

次
の
よ
う
な
大
き
な
幻
想
的
な
句
に
脱
皮
し
た
。 

 
 

む
ら
さ
き
に
白
夜
の
孤
島
火
を
焚
け
り 

八
束 

（
昭
和
五
八
年
） 

『
白
夜
の
旅
人
』 

 

わ
れ
わ
れ
も
、
い
ま
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
句
し
か
で
き
な
く
て
も
、
句
の
発
想
は
人

生
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
し
ず
か
に
生
き
の
び
て
、
い
ま
よ
り
も
は
る
か
に
成
熟
し

た
か
た
ち
に
な
っ
て
代
表
句
と
し
て
完
結
す
る
。
放
蕩
息
子
の
帰
り
を
鶴
首
し
て
待
つ
（
た

と
え
が
違
う
か
な
？
）
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
も
俳
句
の
楽
し
み
の

一
つ
と
し
て
、
励
ま
さ
れ
な
が
ら
、
我
々
も
落
ち
込
ま
ず
に
作
品
を
作
り
続
け
よ
う
で
は

な
い
か
。 

 

落
葉
焚
き
ゐ
て
さ
ざ
な
み
を
感
じ
を
り 

 
 

（
昭
和
四
二
年
） 

 

落
葉
は
八
束
の
好
き
な
季
語
の
一
つ
。「
落
葉
焚
き
」
と
「
さ
ざ
な
み
」
に
直
接
的
な
つ

な
が
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
自
身
、
こ
の
こ
と
に
気
付
く
ま
で
に
歳
月
を
要
し

た
。 句

集
の
直
前
に
〈
落
葉
焚
く
湖
を
う
し
ろ
の
遠
目
癖
〉〈
落
葉
焚
く
焔
い
ろ
は
湖
の
只
中

に
〉
が
あ
る
か
ら
、
実
際
に
湖
の
ほ
と
り
で
焚
火
を
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
落
葉

焚
き
を
し
て
い
る
と
、
湖
の
さ
ざ
な
み
が
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
湖
の
さ
ざ
な
み
の
光

が
、
作
者
の
身
辺
に
届
い
て
き
て
漂
っ
て
い
る
の
だ
。 

山
本
健
吉
が
「
現
代
の
秀
句
」（
毎
日
新
聞
・
昭
和
四
五
年
八
月
二
二
日
）
の
中
で
、
こ

の
句
の
「
落
葉
焚
き
」
の
情
景
に
「
さ
ざ
な
み
」
を
持
っ
て
き
た
こ
と
を
「
こ
れ
ま
で
の

俳
句
に
は
な
か
っ
た
詩
心
」
と
評
価
し
、「
落
葉
を
焚
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
空
気
の
波
動
の

よ
う
な
も
の
が
生
れ
て
い
る
」
と
鑑
賞
し
て
い
る
こ
と
に
、
八
束
は
自
註
の
中
で
触
れ
て

い
る
。
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
六
一
年
二
月
号
） 

私
自
身
は
、
一
句
独
立
と
し
て
こ
の
句
を
読
み
返
す
た
び
に
、
い
ま
も
不
思
議
な
感
覚

に
襲
わ
れ
る
。
異
論
も
あ
ろ
う
が
、「
落
葉
焚
き
」
の
焔
を
見
つ
め
な
が
ら
、
去
来
す
る
胸

中
の
さ
ざ
な
み
に
し
ず
か
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
よ
う
な
八
束
の
気
配
を
感
じ
る
の
だ
。 

実
際
の
「
さ
ざ
な
み
」
の
光
が
、
句
の
上
で
は
心
理
的
な
「
さ
ざ
な
み
」
を
呼
び
お
こ

す
。
こ
の
句
の
「
さ
ざ
な
み
」
は
実
景
の
湖
の
そ
れ
で
も
あ
り
、
同
時
に
八
束
の
胸
中
の

「
さ
ざ
な
み
」
で
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
さ
ざ
な
み
」
は
澄
み
渡
っ
て
い
る
よ
う
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に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、「
落
葉
焚
き
」
を
行
う
の
は
真
冬
。
し
て
み
る
と
、
し
ず
か
な
広
が

り
を
見
せ
な
が
ら
も
寒
々
し
い
「
さ
ざ
な
み
」
の
ひ
か
り
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
句
は
、
千
葉
市
の
加
曽
利
中
学
近
く
の
貴
船
神
社
境
内
に
句
碑
と
な
っ
て
い
る
。 

 

海う

み

波な

折を

れ
地ぢ

鳴
り
穹そ

ら

鳴
り
雪
月
夜 

 
 

 
 

（
昭
和
四
三
年
） 

 
 

 

シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
（
疾
風
怒
濤
）
的
な
句
。
八
束
に
し
て
は
、
め

ず
ら
し
く
衝
動
が
そ
の
ま
ま
句
に
出
た
よ
う
な
気
配
が
あ
る
。
気
持
は
分
か
る
が
、
大
振

り
な
中
に
こ
と
ば
を
強
調
し
畳
み
掛
け
ら
れ
る
と
、
ど
こ
と
な
く
浪
漫
調
に
引
き
戻
さ
れ

た
感
じ
が
す
る
。
た
と
え
ば
、〈
わ
れ
男
の
子
意
気
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
詩
の
子
恋
の

子
あ
あ
も
だ
え
の
子
（
与
謝
野
鉄
幹
）
〉
に
見
る
よ
う
に
、
言
葉
を
使
え
ば
つ
か
う
ほ
ど
言

葉
が
空
疎
に
見
え
て
く
る
の
だ
。 

 

と
は
い
え
、
私
は
こ
の
よ
う
な
句
を
見
る
と
、
ど
こ
や
ら
八
束
の
正
直
な
大
志
と
心
情

が
見
え
て
微
笑
ま
し
い
。
そ
し
て
痛
々
し
い
。
そ
れ
は
下
五
の
「
雪
月
夜
」
と
い
う
、
古

典
主
義
的
な
据
え
方
で
あ
る
。
妻
の
難
病
と
共
に
ふ
た
た
び
押
し
寄
せ
て
き
た
人
生
の
艱

難
を
背
負
い
、
一
方
で
は
俳
人
と
し
て
平
凡
な
「
雪
月
夜
」
か
ら
の
脱
出
を
自
ら
課
し
て
、

た
と
え
ば
越
前
あ
た
り
の
冬
の
日
本
海
に
出
向
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
荒
れ
狂
う
自
然
の
脅
威
は
、
俳
句
の
器
を
は
る
か
に
超
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
八
束

が
正
面
を
向
け
ば
向
く
ほ
ど
、
脅
威
の
真
っ
只
中
に
立
ち
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
、「
海
」「
地
」

「
穹
」
と
い
う
原
始
的
な
言
葉
を
使
う
し
か
手
立
て
が
な
く
な
っ
て
い
く
。
衝
動
的
と
も

思
わ
れ
か
ね
な
い
「
折
れ
」「
鳴
り
」
と
い
う
勢
い
の
あ
る
語
も
、
使
う
た
び
に
へ
し
折
ら

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
無
惨
な
体
験
。
い
っ
た
ん
暴
れ
だ
し
て
し
ま
っ
た
俳
句
を
収
斂
さ
せ

る
た
め
に
、「
雪
月
夜
」
を
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
な
ん
と
言
う
皮
肉
だ
ろ
う
か
。 

 

と
き
に
人
生
を
深
く
衝
き
動
か
し
て
ゆ
く
本
源
的
な
内
的
叫
び
。
理
性
を
超
え
た
人
間

の
衝
動
を
俳
句
と
し
て
い
か
に
詠
み
こ
め
る
の
か
。
八
束
の
試
み
は
果
敢
だ
っ
た
が
、
こ

の
句
に
関
し
て
は
、
若
い
情
熱
が
大
い
な
る
自
然
の
乱
調
に
弄
ば
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
失
敗
体
験
を
通
過
し
て
、
八
束
の
内
観
造
型
へ
の

試
み
は
、
こ
と
ば
の
選
択
と
共
に
次
第
に
熟
成
し
て
ゆ
く
の
だ
。 

 

死
顔
の
妻
の
か
し
づ
く
深
雪
か
な 

 
 

 
 

（
昭
和
四
三
年
） 

 
 

 

難
病
の
妻
が
最
初
に
入
院
し
て
か
ら
、
す
で
に
三
年
経
つ
こ
と
は
、
直
後
の
〈
三
歳
（
み

と
せ
）
病
む
疲
れ
細
り
に
凍
て
を
踏
む 

八
束
〉
の
句
か
ら
も
分
か
る
。
三
年
病
み
続
け

る
と
な
る
と
、
死
顔
に
見
え
る
よ
う
な
凄
惨
な
表
情
の
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

句
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
以
来
、
い
つ
も
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。 
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そ
れ
は
、
「
か
し
づ
く
」
の
一
語
だ
。
こ
の
「
か
し
づ
く
」
と
は
、
「
人
に
つ
か
え
て
、

世
話
を
す
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
こ
の
句
の
解
釈
は
、「
死
顔
の
よ
う
な
妻
が
仕

え
る
、
そ
う
い
う
深
雪
で
あ
る
こ
と
よ
」
と
で
も
あ
ろ
う
か
。
誰
に
仕
え
る
、
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
。 

 

主
人
と
し
て
の
八
束
自
身
へ
の
「
か
し
ず
く
」
で
あ
れ
ば
、
い
や
な
句
だ
と
思
う
だ
ろ

う
。
非
情
す
ら
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
。
難
病
を
抱
え
て
死
顔
に
な
り

な
が
ら
も
、
気
持
だ
け
は
け
な
げ
に
、
深
雪
と
い
う
逃
げ
ら
れ
ぬ
「
宿
命
」
に
「
か
し
ず

く
」
よ
う
に
果
て
よ
う
と
す
る
妻
を
、
詠
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。 

 

八
束
は
、
生
前
「
深
雪
と
い
う
と
、
深
雪
晴
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
美
し
く
捉
え
る

向
き
も
あ
る
が
、
ほ
ん
と
う
は
深
々
と
し
て
逃
げ
出
せ
な
い
よ
う
な
厳
し
い
も
の
だ
」
と

話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
句
の
「
深
雪
」
の
真
情
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
。
暗
い
翳

り
を
限
り
な
く
帯
び
な
が
ら
。 

 

水
仙
の
群
落
宙
に
よ
み
が
へ
る 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
三
年
） 

  

越
前
岬
で
の
作
、
と
断
ら
な
く
て
も
、
一
度
こ
こ
に
足
を
運
ん
だ
人
な
ら
ば
、
こ
の
句

を
見
て
大
方
は
こ
の
場
所
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
越
前
岬
は
、
断
崖
の
迫
っ
た
と

こ
ろ
に
人
家
が
連
な
る
が
、
や
が
て
途
絶
え
て
、
あ
と
は
断
崖
か
ら
空
に
の
ぼ
る
よ
う
に

自
生
の
水
仙
が
咲
く
。
厳
し
い
冬
の
海
を
右
手
に
見
な
が
ら
細
々
と
歩
い
て
い
く
と
、
越

廼
（
こ
し
の
）
あ
た
り
か
ら
は
水
仙
の
仙
境
に
入
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。 

 

こ
の
句
は
、
そ
の
断
崖
の
下
の
ほ
う
か
ら
水
仙
の
群
落
を
見
上
げ
た
情
景
で
あ
ろ
う
。

折
か
ら
、
陽
射
し
が
崖
の
ま
で
照
ら
し
た
と
き
、
水
仙
の
群
落
が
青
空
に
浮
か
び
上
が
っ

た
の
に
違
い
な
い
。 

 

〈
か
た
ま
つ
て
薄
き
光
の
菫
か
な 

渡
辺
水
巴
〉
の
作
が
あ
る
が
、
水
仙
の
光
を
生
か

し
た
句
を
詠
む
と
す
れ
ば
、
さ
し
ず
め
こ
の
八
束
の
句
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

写
生
に
徹
し
な
が
ら
も
、
作
品
は
ど
こ
か
象
徴
的
な
味
わ
い
が
あ
る
。 

  

【
『
操
守
』
の
時
代
】 

 

『
操
守
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
、
昭
和
三
八
年
か
ら
四
三
年
ま
で
の
も
の
。
こ

の
時
代
は
八
束
に
と
っ
て
も
た
い
へ
ん
大
き
な
転
換
期
で
も
あ
る
。 

 

昭
和
三
七
年
秋
に
飯
田
蛇
笏
が
長
逝
し
、
三
九
年
春
に
は
三
好
達
治
が
急
逝
す
る
。
二

人
の
師
を
相
次
い
で
亡
く
し
た
意
味
は
八
束
に
と
っ
て
大
き
い
。 

 

ま
ず
、
蛇
笏
亡
き
後
、「
秋
」
の
主
宰
と
し
て
自
ら
の
俳
句
の
方
向
を
鮮
明
に
し
た
。
八

束
の
文
学
運
動
を
「
秋
」
を
根
城
に
し
て
本
格
的
に
始
動
す
る
の
で
あ
る
。
三
九
年
に
は

句
集
『
空
の
渚
』
及
び
『
雪
稜
線
』
を
刊
行
、
四
〇
年
に
は
「
秋
」
に
「
川
端
茅
舎
論
」
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四
五
〇
枚
を
発
表
。
四
一
年
に
は
、
分
裂
後
の
難
局
の
現
代
俳
句
協
会
幹
事
長
に
就
任
す

る
。 

 

ま
た
一
方
で
は
、
達
治
逝
去
後
、「
秋
」
の
三
好
達
治
追
悼
号
編
集
、
詩
人
の
年
譜
（
四

〇
〇
枚
）
を
作
り
、『
三
好
達
治
全
集
』
の
編
纂
・
刊
行
に
精
力
的
に
携
わ
る
。
昭
和
四
三

年
に
は
福
井
県
三
国
の
東
尋
坊
に
三
好
達
治
の
詩
碑
を
建
立
す
る
。
そ
れ
ら
の
た
め
の
奔

走
で
毎
日
が
明
け
暮
れ
た
。
亡
く
な
っ
た
三
好
詩
人
の
魂
に
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
追
悼

の
仕
事
を
我
武
者
羅
に
推
し
進
め
、
ま
た
自
ら
の
俳
句
の
世
界
も
積
極
果
敢
に
切
り
拓
い

て
ゆ
く
。
お
そ
ら
く
家
庭
を
振
り
返
る
間
も
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。 

そ
ん
な
中
、
四
〇
年
に
は
終
の
住
処
に
な
る
文
京
区
小
日
向
に
移
る
が
、
翌
四
一
年
、

女
性
医
師
で
も
あ
っ
た
洋
子
夫
人
が
入
院
す
る
。
八
束
四
七
歳
の
年
に
あ
た
る
。
以
降
、

夫
人
の
難
病
と
の
十
年
越
し
の
闘
い
が
始
ま
る
。
夫
人
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

八
束
と
二
人
の
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、
予
期
せ
ぬ
最
大
の
試
練
と
な
っ
た
。 

 

『
操
守
』
の
句
集
名
は
、「
心
に
か
た
く
守
っ
て
変
ら
な
い
こ
と
。
み
さ
お
。
節
操
」（
『
広

辞
苑
』
）
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
文
学
の
志
を
固
く
守
り
抜
く
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
「
作
者

の
言
志
に
お
け
る
志
操
の
深
さ
を
た
だ
す
言
葉
と
み
る
の
が
本
意
で
あ
ろ
う
」（
深
谷
雄
大

『
石
原
八
束
百
句
』
）
と
の
言
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
文
学
以
外

に
も
八
束
に
と
っ
て
守
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
あ
れ
こ
れ
押
し
寄
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

『
操
守
』
を
刊
行
し
た
四
四
年
に
は
、
文
庫
版
の
精
選
詩
集
『
達
治
の
う
た
』（
社
会
思

想
社
）
を
編
集
し
て
刊
行
し
た
。
こ
の
年
、
八
束
五
〇
歳
。
と
も
あ
れ
、
八
束
の
四
〇
歳

代
後
半
の
仕
事
の
充
実
ぶ
り
は
質
量
共
に
驚
異
的
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。 

 

詩
碑
は
海
に
据
わ
る
春
雷
湧
き
お
こ
り 

 
 

（
昭
和
四
三
年
） 

  

「
越
前
三
国
東
尋
坊
に
三
好
達
治
詩
碑
を
建
つ
、
四
月
五
日
故
人
の
命
日
に
除
幕
式
挙

行
、
六
句
」
と
前
書
の
あ
る
第
一
句
。 

 

詩
碑
に
は
〈
春
の
岬
旅
の
を
は
り
の
鷗
ど
り
う
き
つ
つ
と
ほ
く
な
り
に
け
る
か
も
〉
と

い
う
、
詩
人
の
出
発
点
の
代
表
作
で
あ
り
同
時
に
終
焉
を
暗
示
し
た
詩
が
刻
ま
れ
た
。 

 

こ
の
句
は
、
東
尋
坊
の
断
崖
の
上
に
建
て
ら
れ
た
詩
碑
を
「
海
に
据
わ
る
」
と
詠
ん
だ

と
こ
ろ
に
小
さ
な
工
夫
が
あ
り
、「
春
雷
湧
き
お
こ
り
」
に
八
束
ら
し
い
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。

句
碑
の
除
幕
式
に
あ
た
っ
て
関
係
者
一
同
の
大
き
な
拍
手
に
加
え
て
、
沖
か
ら
は
る
ば
る

春
雷
ま
で
呼
び
寄
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
お
お
ど
か
な
句
柄
の
中
に
、
波
乱
を
乗
り
越
え

て
大
き
な
使
命
を
全
う
で
き
た
八
束
の
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
春
雷
は

よ
ろ
こ
び
の
詩
人
の
声
か
も
し
れ
ぬ
。 

蛇
足
な
が
ら
、
こ
の
詩
碑
は
、
学
生
の
私
が
初
め
て
一
人
旅
を
行
っ
た
と
き
に
心
打
た

れ
、
以
降
達
治
の
詩
に
惹
か
れ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
分
に
は
、
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詩
碑
が
八
束
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
ず
、
後
に
八
束
自
身
に
師
事
す
る
こ
と

に
な
る
と
は
ゆ
め
に
も
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。 

 

詩
碑
と
土
筆
大
き
静
け
さ
海
に
あ
り 

 
 

 

（
昭
和
四
三
年
） 

  

先
ほ
ど
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
句
。
詩
碑
も
土
筆
も
す
っ
く
と
立
ち
、
気
持
ち
よ
く
さ

さ
や
き
合
っ
て
い
る
よ
う
す
。
そ
こ
に
さ
さ
や
か
な
純
粋
な
詩
情
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

詩
碑
は
達
治
、
土
筆
は
八
束
。
お
互
い
の
人
生
を
振
り
返
る
よ
う
に
、
越
前
の
海
を
見
遣

っ
て
大
き
な
し
ず
け
さ
の
中
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
達
治
は
全
生
涯
を
、
八
束
は
半
生
を

振
り
返
り
な
が
ら
。
四
半
世
紀
後
、
こ
の
土
筆
は
、
〈
彼
の
世
よ
り
光
を
ひ
い
て
天
の
河
〉

の
八
束
句
碑
に
な
っ
て
い
つ
ま
で
も
こ
の
地
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

辛
夷
咲
く
峡
の
水
勢
ま
つ
し
ぐ
ら 

 
 

 
 

（
昭
和
四
三
年
） 

  

「
秋
田
に
て 

八
句
」
と
前
書
の
あ
る
第
一
句
。
辛
夷
は
八
束
の
好
き
な
花
だ
が
、
こ

の
と
き
も
〈
朝
霧
に
ぬ
れ
て
畑
う
つ
辛
夷
か
な
〉
〈
滝
鳴
つ
て
夜
に
入
る
辛
夷
残
り
け
り
〉

〈
ひ
ら
か
ん
と
し
て
風
冴
ゆ
る
夕
辛
夷
〉
〈
校
庭
の
辛
夷
離
郷
の
娘
に
鳴
れ
り
〉
〈
雪
嶺
に

辛
夷
鈴
ふ
る
ご
と
く
な
り
〉〈
花
こ
ぶ
し
空
を
慕
う
て
舞
ふ
ご
と
し
〉
と
、
ま
と
め
て
辛
夷

を
詠
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
表
情
の
辛
夷
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
ら
の
中
で
冒
頭
の
句
は
、
辛
夷
の
詩
情
の
本
質
を
引
き
出
し
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
す

ぎ
る
く
ら
い
に
気
持
ち
の
よ
い
句
。
山
峡
に
大
き
な
辛
夷
の
木
が
、
花
を
噴
き
上
げ
る
よ

う
に
咲
か
せ
て
い
る
。
そ
こ
を
目
が
け
る
よ
う
に
、
川
の
水
流
が
ま
っ
し
ぐ
ら
に
勢
い
よ

く
通
り
過
ぎ
て
い
く
の
だ
。
単
純
化
さ
れ
た
構
図
が
、
早
春
の
辛
夷
の
花
の
美
し
さ
を
引

き
立
て
て
い
る
。
よ
く
見
か
け
る
風
景
だ
が
、「
峡
の
水
勢
」
の
省
略
の
仕
方
に
工
夫
が
あ

る
。
実
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
句
だ
。 

 

辛
夷
鳴
る
宙そ

ら

の
飛
沫

ひ

ま

つ

を
あ
び
な
が
ら 

 
 

（
昭
和
四
三
年
） 

  

先
ほ
ど
の
秋
田
の
一
連
の
作
と
は
別
日
に
詠
ん
だ
辛
夷
の
句
。
こ
こ
で
も
、〈
風
に
鳴
る

辛
夷
を
見
れ
ば
恋
ひ
行
か
む
〉〈
滝
の
音
空
に
と
ど
ろ
く
辛
夷
か
な
〉
と
辛
夷
に
執
心
し
て

い
る
。
こ
の
句
を
見
る
と
、
あ
た
り
の
も
の
一
切
が
省
か
れ
て
、
花
の
盛
り
の
大
き
な
辛

夷
の
木
が
中
空
に
吊
ら
れ
る
よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
、
天
か
ら
光
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び

て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
よ
く
考
え
る
と
、「
宙
の
飛
沫
」
は
な
ん
だ
か
具
体
的
に
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。
客
観
写
生
的
に
も
の
を
捉
え
る
人
は
、
日
照
雨
み
た
い
な
も
の
と
言
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う
か
、
滝
の
飛
沫
を
あ
び
て
い
る
と
言
う
か
、
意
味
不
明
と
評
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
、
こ
の
句
か
ら
は
現
実
を
超
え
て
凛
々
と
し
た
鮮
烈
な
イ
メ

ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
。
空
か
ら
の
光
の
飛
沫
を
浴
び
な
が
ら
、
辛
夷
の
花
が
鈴
の
音
の

よ
う
に
、
鳴
り
わ
た
っ
て
い
る
の
だ
。
先
回
の
秋
田
の
作
の
中
に
〈
雪
嶺
に
辛
夷
鈴
ふ
る

ご
と
く
な
り
〉
が
あ
る
が
、
自
ら
を
凌
ぐ
よ
う
な
は
る
か
な
高
き
も
の
か
ら
注
が
れ
て
く

る
光
を
一
身
に
享
け
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
、
こ
の
辛
夷
の
風
景
に
接
し
た

と
き
の
八
束
の
心
象
風
景
で
も
あ
る
。
す
で
に
、
こ
の
句
に
は
宇
宙
感
覚
が
漂
い
始
め
て

い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

 

尚
、
先
に
あ
げ
た
同
時
作
の
〈
滝
の
音
空
に
と
ど
ろ
く
辛
夷
か
な
〉
は
、
後
の
代
表
作

〈
谷
川
の
音
天
に
あ
る
桜
か
な 
八
束
『
風
霜
記
』
〉
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
い

添
え
て
お
こ
う
。 

 

老
梅
の
洞ほ

ら

に
蛇
ゐ
て
花
う
る
む 

 
 

 
 

 

（
昭
和
四
三
年
） 

  

「
樹
齢
八
百
年
の
古
梅
花
―
秋
田
県
横
手
市
在
に
て
」
と
前
書
が
あ
る
艶
冶
な
句
。
老

木
を
見
る
の
は
私
も
好
き
だ
。
た
だ
に
樹
齢
を
重
ね
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
中
に

さ
ま
ざ
ま
な
虫
や
鳥
や
動
物
を
棲
ま
わ
せ
て
、
歴
史
の
流
れ
を
ず
う
っ
と
見
渡
し
て
き
た

か
と
思
う
と
、
い
つ
も
尊
敬
し
た
く
な
る
。
こ
の
老
梅
の
木
を
ま
だ
見
た
こ
と
は
な
い
が
、

老
木
ゆ
え
幹
に
は
空
洞
も
瘤
も
で
き
て
、
そ
の
空
洞
の
中
に
は
蛇
も
棲
ん
で
い
る
。
こ
の

蛇
も
お
そ
ら
く
蛇
齢
（
？
）
を
重
ね
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
蛇
の
寿
命
が
二
〇
年
前
後

だ
と
す
る
と
こ
の
蛇
も
何
代
目
で
あ
ろ
う
か
。
老
木
と
蛇
と
、
と
も
に
生
き
延
び
て
き
た

の
だ
。
共
生
し
な
が
ら
、
春
に
な
る
と
梅
の
花
が
う
る
む
よ
う
に
咲
く
。
な
ぜ
花
が
「
う

る
む
」
の
か
は
、
性
的
な
意
味
付
け
を
短
絡
的
に
し
て
し
ま
う
よ
り
、
そ
の
共
生
の
命
が

み
ず
か
ら
も
た
ら
す
生
気
の
よ
う
な
も
の
、
人
間
に
喩
え
れ
ば
心
の
豊
か
さ
の
よ
う
な
も

の
を
考
え
れ
ば
よ
い
か
と
思
う
。 

 

   

第
四
句
集
『
操
守
』 


