
る

蛙

哉

※
典
拠
は
谷
川

雁
氏
（
詩
人）

の
撰
句
に
よ
る。

①

今

様

の

凧

上

が

り

け

り

乞

食

小

屋

木
紐
に
賓
産
を
ぶ
ら
さ
げ
て
作
っ
た
乞
食
小
屋、

が
こ
こ
で
も
多
く
の
男

子
の
子
供
が
生
活
し
て
い
る。

凧
楊
げ
の
シ
ー
ズ
ン
だ
が、

街
で
売
っ
て
い

る
奴
凧
な
ど
は
見
か
け
な
い
。

今
様
の`

色
々
な
ヒ
ゴ
と
様
々
な
彩
色
の
紙

で
作
っ
た
凧、

そ
れ
が
不
思
議
に
よ
く
上
が
る
。
一

茶
の
限
が
貧
民
の
子
逹

へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
q

切
れ
字
は

R"
り
j
o

②

は

ん

の

木

の

ひ

ょ

い

ひ

ょ

い

先
は

春

辺

哉

高
さ
十
五
米
も
あ
り、

家
建
て
に
も
よ
く
使
う
榛
の
木、

そ
の
ハ
ン
の
木

の
梢
の
彼
女
を
ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
見
る
と
も
う
春
は
そ
こ
ま
で
来
て
い
る。

同

音
反
復
の
「
ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
」

と
い
う
擬
態
詩
が
非
常
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
効

呆
的
に
用
い
て
あ
る．
「
哉」

が
切
れ
字、

h
音
（
は
ん、

ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
、

は
る
ぺ）

が
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
て、

心
は
ず
む
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

迎
春

の
笙
者
の
索
朴
な
心
情
が
横
溢
し
た
句
だ。

③

夕

空

を

に

ら

み

つ

け

た

一

茶
秀
句
二
十
五
旬
鑑
賞

研
究
ノ
ー
ト

春
の
西
空
は
茜
色
で
赤
み
が
ま
し
大
変
癸
脱
だ。

所
が
こ
の
娃
は、

夕
若

が
迫
り
夜
の
ト
パ
リ
が
降
り
る
の
が
甚
だ
機
撮
が
悪
い
。

そ
の
西
空
を
す
ご

い
形
相
で
に
ら
み
つ
け
て
い
る。

巨
視
と
微
視
の
相
関
が
よ
く
利
い
て
い
て`

言
外
の
ユ
ー
モ
ア
が
視
党
的
で
巧
緻
で
あ
る
。

切
れ
字
は
「
哉」．

④

海

水

を

冗

ふ

や

う

な

小

て

ふ

哉

蝶
や
ト
ン
ポ
な
ど
昆
虫
は、

池
・

沼
・

沢
な
ど
の
水
を
さ
っ
と
吸
引
し
飛

翔
す
る。

こ
の
場
合、

ド
プ
か
汚
水
で
不
衛
生
な
水
を
湛
え
て
い
る
も
の
で

あ
ろ
う。

本
能
的
に
祗
索
の
あ
る
水
を
呪
う
よ
う
に
見
え
る
小
蝶
だ
よ
と
い

う
の
だ。
「
毒
水
を
の
ろ
ふ
」

が
「
や
う
な」

に
続
い
て
直
喩
が
非
窃
に
具

体
的
で、

し
か
も
主
体
が
「
小
蝶」

と
い
う
微
生
物
だ
け
に、

そ
の
警
戒
が

痛
々
し
い
。

切
れ
字
は
「
哉」

で
あ
る
。
「
や
う
な」

は
「
や
う
な
る
」

の

口
語
化
で
近
代
へ
の
接
近
を
表
す。

⑤

人

の

泄

ゃ

山

の

上

で

も

田

植

え

う

た

厭
世
的
宿
命
と
も
い
え、

皮
肉
な
表
現
と
も
い
え
よ
う。
こ
の
人
間
社
会
は

乎
地
で
米
麦、

野
菜
の
栽
培
だ
け
で
は
足
り
な
く
て、

か
な
り
商
い
山
畑
で

上

村

敦

之
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も一
坪
も
余
さ
じ
と
稲
の
苗
を
植
え
て
い
る。
巨
視
的
な
兄
方
を
す
る
と、

人
間
の
貪
焚
な
欲
望
と
も
取
れ
る。
又
そ
う
し
た
激
し
い
労
拗
を
せ
ね
ば
生

き
て
い
け
ぬ
と
い
う
此
民
へ
の
憐
愁
を
よ
ん
だ
と
も
取
れ
る。
切
れ
字
は

「
ゃ」
で
あ
る。

⑥

オ
キ
が
天
上
す
る
ぞ
三
ヶ
の
月

「
ぽ
う
ふ
ら」
と
も
い
う
が、
蚊
の
幼
虫、
赤
い
色
で
身
体
を
曲
げ
泳
ぐ。

そ
れ
に
し
て
も
今
夜
の
三
ヶ
月、
鎌
型
の
流
線
型
は
余
り
に
も
美
し
い。
水

た
ま
り
の
中
の
ポ
ウ
フ
ラ
も
そ
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
天
界
へ
昇
っ
て
い
く

と
見
た。
月
の
美
観
を
最
大
限
に
空
想、
架
空
化
し
た。
「
ポ
ウ
フ
ラ
と
天

界
の
月」
の
述
結
は
母
常
な
発
想
で
は
な
い。
ど
の
句
に
も
内
在
す
る
ユ
ー

モ
ア
（
フ
モ
ー
ル）
が
こ
の
句
に
も
典
型
的
に
表
れ
て
い
る。
切
れ
字
は

「
ぞ」。

⑦

淋
し
さ
を
鵜
に
言
い
付
け
て
放
す
也

身
体
の
屈
々
ま
で
み
な
ぎ
る
淋
し
さ
（
親
な
く、
要
去
り、
子
死
ぬ）。

そ
の
淋
し
さ
を
濶
飼
い
の
鵜
に
話
し
掛
け、
殺
も
自
由
に
な
り
孤
独
で
い
た

か
ろ
う
と
首
縄
を
放
し
て
や
っ
た。
珍
し
く
寂
峯
歌
と
い
え
よ
う
が、
「：．．
 

鵜
に
酋
い
付
け
て」
と
殺
を
人
格
体
と
し
て
把
握
し
て
い
る
点、
や
せ
鮭．

蝿
等
等
と
同
じ
趣
向
で
あ
る。
切
れ
字
は
「
也
ー
な
り」。

⑧

炎
天
に
蓼
く
ふ
虫
の
機
拙
哉

世
は
様
々
「
蓼
く
ふ
虫
も
好
き
好
き」
だ
が`

こ
の
三
伏
の
分
さ、
炎
天

に
身
体
中
辛
い
タ
デ
を
さ
も
う
ま
そ
う
に
食
っ
て
い
る
虫
が
い
る。
し
か
も

ご
機
嫌
だ。
一
茶
は
日
常
の
光
景、
言
辞
な
ど
を
逆
の
角
度
か
ら
精
密
に
写

尖、
表
現
す
る
性
癖
が
あ
っ
た
よ
う
だ。
そ
れ
が
俳
句
の
生
命
で
あ
る
ウ

イ
ッ
ト・
ユ
ー
モ
ア
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
等
に
つ
な
が
り、
芭
蕉
と
比
屑
さ
れ
る

名
匠
と
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
三
段
法
で、

①炎
天
下

②
（
辛
い、

皆
か
ら
排
斥
さ
れ
る）
タ
デ
を
食
う
虫

③
「
ご」
慨
紐
だ＇
こ
の
表
徴
は

非
凡
で
あ
る。
切
れ
字
「
哉」。

®

夕
船
の
花
め
で
給
へ
後
架
神．

日
本
の
旧
家
に
は、
カ
マ
ド
に
も
井
戸
に
も
そ
し
て
後
架
（
便
所）
に
も

神
様
が
祭
っ
て
あ
る。
こ
の
場
所
は
と
か
く
牧
達
さ
れ
が
ち
だ
が、
可
憐
な

夕
頗
の
花
よ
せ
め
て
貨
女
だ
け
は、
こ
こ
の
神
に
愛
情
を
か
け
て
ほ
し
い。

こ
の
「
後
架
神」
が
俳
味
の
シ
ン
ポ
ル
マ
ー
ク
で
歌
に
は
絶
対
に
な
い。
初

中
句
の
明
る
い
温
和
な
ム
ー
ド
と
下
五
の
陰
湿
さ
が
実
に
鮮
や
か
な
対
照
を

な
す。
切
れ
字
は
な
い
が、
「
給
へ
J

が
準
用
言
の
命
令
形
で
そ
の
代
用
を

し
て
い
る。

じ
っ
と
し
て
白
い
飯
食
ふ
牙
さ
か
な

こ
の
句
の
発
想
も
ユ
ニ
ー
ク
だ。
普
段
な
ら、
一
日
中
肉
体
労
働
な
ど
し

て、
腹
を
へ
ら
し
五・
六
杯
の
お
代
わ
り
を
し
て
い
た。
所
が
こ
の
場
合、

一
茶
は
宙
見
程
度
の
時
間
浪
投
で、
殆
ど
身
体
を
動
か
さ
ず、
白
飯
を
宜
う、

不
思
議
な
も
の
で、
静
か
な
時
を
過
ご
し、
一
人
で
食
事
す
る
と
汗
が
額
か

ら
脇
の
下
か
ら
し
た
た
り
裕
ち
る。
初
中
二
句
へ
の
風
刺
も
感
じ
ら
れ、
下

五
の
「
暑
さ」
の
心
情
的
感
得
が
針
や
か
に
描
写
さ
れ
て
い
る。
切
れ
字

「
か
な」。

⑪

七
夕
や
天
よ
り
続
く
女
郎
花
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こ
れ
は
ご

種
の
比
喩
歌
だ。

人
の
犯
す
犯
罪
と
「
雲
の
峯」

の
対
比
は
や

ゃ
肝
突
だ
が、

じ
っ
く
り
考
え
る
と、

人
の
泄
や
家
族
内
の
相
克
を
経
験
し

尽
く
し
た
一

茶
な
ら
で
は
の
実
感
の
句
だ
と
わ
か
る。

殺
傷
・

中
傷
・

冊

悪
・

出
世、

地
位
慾
•

財
窟
慾
等
々
広
い
意
味
の
「
罪」

を
人
間
は
無
限
に

持
つ
。

し
か
も
「
神
に
誓
っ
て
犯
し
て
い
ま
せ
ん
」

と
し
や
あ
し
ゃ
あ
と
い

う。

日
本
の
「
兵
の
峯」

だ
か
ら
三
千
米
前
後
の
ビ
ー
ク
を
指
す
の
で
あ
る

が、

そ
れ
ら
よ
り
「
罪
の
楽」

の
方
が
益
か
に
麻
い
と
見
る
。

地
獄
の
跛
璃

鋭
に
写
す
人
の
お
ぞ
ま
し
い
罪
科
を
想
う。

準
切
れ
字
は
「
低
し
」
（
形
容

詞
の
終
止）
。

⑬

秋

の

天

小

烏
ー

つ

の

ひ

ろ

が

り

ぬ

秋
の
天
は
高
く
芥
く
広
が
り
を
持
つ
。

ふ
と
空
を
見
る
と
小
鳥
が
一

羽
飛

ん
で
い
る
。

そ
れ
が
作�
点
と
な
っ
て
い
よ
い
よ
果
て
し
な
い
秋
天
の
広
が
り

を
見
る。
「
小
烏
―
つ
の
」
「
広
が
り
ぬ
」

と
い
う
表
現
効
呆
が
抜
群
で、

秋

天
の
ス
ポ
ッ
ト
に
小
鳥
一

羽
を
骰
い
た
の
も
心
憎
い
。

切
れ
字
は
「（
ひ
ろ

が
り）

ぬ
」、

完
了
終
止
で、

こ
の
「
ぬ
」

留
め
が
又
酋
い
相
ぬ
緩
擾
さ、

⑫ 
陰
暦
七
月
七
8
〈
湯
暦
九
月
上
旬）

女
郎
花
が
あ
の
美
麗
な
姿
を
一

斉
に

開
花
す
る。

は
る
か
か
な
た
ま
で
咲
い
て
い
る
0
花
を
見
て
い
る
と、

折
か

ら
牽
牛
織七
女
の
伝
説
も
息
い
合
せ
て、

天
か
ら
地
へ
と
咲
き
紐
い
て
い
る
惑

じ
が
す
る
。

でt
夕」

と
「
女
郎
花」

の
広
義
の
様
語
関
係、
「
0
花
が
天
よ

り
統
く」

と
み
た
空
間
的、

巨
視
的
発
想、
一

茶
な
ら
で
は
の
大
胆
な
句
作

で
あ
る
。

切
れ
字
は
「
や」。

人

の

な

す

罪

よ

り

低

し

雲

の

峯・

静
容
さ
を
形
成
し
て
い
る
。

⑭

露

の

枇

や

露

の

な

で

し

こ

小

な

で

し

こ

一

句
に
季
語
四
つ
と
い
う
の
は
類
例
が
あ
る
ま
い
。

露
の
よ
う
に
は
か
な

い
世、

そ
れ
は
三
十
年＇
六
十
年
位
に
圧
縮
さ
れ
る
。

今
朝
の
ピ
ン
ク
の
ナ

デ
シ
コ
に
露
が
一

面
に
問
り
て
い
る。

そ
の
撫
子
も
ま
だ
料
を
植
え
て
間
が

な
い
「
小
撫
子」

に
あ
っ
て
は
。

切
れ
字
は
「
ゃ
」

だ
が
「｛
席）

の
」

の

脚
韻、
「
な
で
し
こ
」

の
「
こ
」

の
脚
韻
が
無
理
な
く
利
い
て`

独
謡
に
似

た
リ
ズ
ム
感
を
持
つ
。

は
か
な
さ
の
象
徴
「
露
（
の
世）
」、

あ
で
や
か
さ
の

シ
ン
ポ
ル
「
な
で
し
こ
」

の
旗
複。

こ
の
句
な
ど
現
代
句
で
あ
っ
て
も
不
都

合
は
な
く、
一

茶
の
心
や
さ
し
さ
を
見
る
思
い
が
す
る。

⑮

ど

ら

猫

の

け

ふ

も

く

ら

し

つ

難

の

花

現
代
で
あ
れ
ば、
「
今
日
も
砕
ら
し
つ
車
し
た」

と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う。

拾
て
猫、

ど
ら
猫
は
ま
こ
と
に
可
哀
相
な
存
在
で、

定
食
も
な
く
「
く
さ
る

ゴ
ミ
」

な
ど
入
っ
た
黒
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
食
い
破
っ
て
や
っ
と
日
を
し
の
ぐ

と
い
っ
た
惨
状
で
あ
る。

そ
う
い
う
面
で
は
背
の
方
が
人
間
族
と
猫
族
は
親

近
感
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

さ
て、

当
時
の
ド
ラ
猫
は、

ろ
く
に
食
物
も

な
く
れ
花
の
咲
い
て
い
る
広
地
に
行
さ
花
を
か
じ
り
つ
つ
不
貞
寝
を
し
て
い

る
。
「
動
物
の
い
と
お
し
み
]

の
系
列
に
入
ろ
う。

切
れ
字
f（
く
ら
し）

つ
」、

完
了
終
止
で、
「
ぬ
」

よ
り
切
迫
し、

彼
の
飢
餓
感
が
強
く
柑
て
い
る。

⑮

盟

に

ふ

み

つ

ぷ

さ

れ

し

庇

哉

こ
れ
は
誇
張
句
に
人
る。
i

退
塞
し
た
小
象
が
あ
り、

附
す
人
も
な
く
家
は

横
例
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た．

か
つ
て
は
粁
に
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
庇
も
今
は
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路
上
に
朽
ち
果
て
て
い
る。

そ
こ
ら
あ
た
り
に
蛭
蛉
が
住
み
（
こ
の
虫
は
暗

湿
地
を
好
む）
、

地
上
の
庇
を
ふ
み
つ
ぶ
し
て
い
る
と
詠
ん
だ
。

住
む
人
も

な
く
調
度
も
持
ち
去
ら
れ、

地
上
に
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
横
倒
れ
た
家
の
庇
の
み

で
は、

余
り
に
暗
い
素
材
で
終
わ
る
が、

そ
こ
に
コ
オ
ロ
ギ
の
（
リ
ー
ン

リ
ー
ン
、

リ
ン
リ
ン・・・）

と
嗚
く
姿
態
を
添
え
て、

ユ
ー
モ
ア
も
あ
る
容
秋

の
佗
の
句
と
な
っ
た。

準
切
れ
字
「
：・
し」

過
・

体。

⑰

笛

吹

い

て

山

の

か

が

し

の

御

礼

哉

信
州
は
山
国
で
あ
る。

様
々
な
案
山
子
が
主
と
し
て
雀
の
米
害
防
止
に

立
っ
て
い
る。

が
見
方
を
変
え
る
と、

自
由
に
稲
を
食
し
た
か
っ
た
雀
た
ち

に
感
謝
を
述
ぺ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一

秋
の
御
礼
に
横
笛
を
吹
い
て
謝
意
を
呈
し

よ
う。

多
く
の
研
究
家
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に、

芭
蕉
が
探
求
家、

蕪
村

が
考
証
家、

と
す
る
と、
一

茶
は
ビ
エ
ロ
を
自
認
し
た。

案
山
子
を
介
し
て

害
虫
へ
恩
謝
な
ど
と
い
う
発
想
は
非
凡
で
あ
る。

メ
ル
ヘ
ン
性
も
伴
っ
て
い

い
句
で
あ
る
。

切
れ
字
「
哉」。

⑮

ほ

そ

け

ぶ

り

あ

な

ど

り

も

せ

で

来

る

雁

よ

野
の
煙
で
は
あ
る
ま
い
、

浅
間
の
涯
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
哄
煙
が
あ
ち

こ
ち
の
活
火
山
か
ら
上
っ
て
い
る。

さ
て、

雁
（
が
ん、

か
り）

は
季
節
烏、

渡
鳥
で
高
空
を
三
羽
•

四
羽、

四
羽
・
五
羽
と
炭
を
迎
ね
て
飛
ん
で
く
る。

桜
咲
く
春、

北
へ
去
り、

秋
又
南
下
す
る
。

こ
の
位
の
格
調
を
も
っ
た
渡
り

・

烏
は
細
い
噴
煙
な
ど
に
た
じ
ろ
が
ぬ
。

と
い
っ
て
侮
蔑
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

殆
ど
旬
8
狂
い
も
な
く、

今
年
も
秋
の
秋
津
島
へ
飛
翔
し
て
き
た
。

渋
い
サ

タ
イ
ア
ー
が
底
流
に
あ
る。

切
れ
字
「
ょ
」。

⑮

娃

穴

に

入

り

て

弥

勒

の

御

代

を

頼

む

哉

春、

蛙
が
地
下
か
ら
出
て
身
を
降
す
穴
へ
入
っ
た
。

そ
し
て
釈
迦
の
死
後

数
十
億
年、

煩
悩
多
き
人
間
を
救
っ
て
下
さ
る
と
い
う
弥
勒
菩
涯
の
在
す
塑

代
を
穴
居
し
て
お
頼
み
下
さ
る
の
だ。

初
五
が
囮
音
多
く
九
音、

中
・

下
句

は
正
調
で
頭
の
狙
い
口
調
に
屈
す。

ユ
ニ
ー
ク
な
句
で
一

旦
地
下
か
ら
出
た

蛙
が
（
お
祈
り
の
た
め）

穴
に
入
り、

弥
勒
の
庇
護
を
頼
む
と
い
う、

蛙
ヘ

の
擬
人
法
を
骨
子
に
し
た
句
で
あ
る
。

切
れ
字
「
哉」。

⑳

栃

餅

や

天

狗

の

子

供

な

ど

並

ぶ

栃
の
実
は
堅
い、

し
か
し
そ
れ
を
木
槌
で
割
っ
て
粉
に
し
箱
分
を
加
え
た

栃
餅
は
実
に
美
味
だ。

神
秘
な
高
山
の
山
中
に
あ
る。

さ
て
い
よ
い
よ
う
ま

い
栃
餅
出
来
1・
村
の
子
も
数
多
く
並
ぶ
が、

暁
闇
の
頃、

天
狗
の
子
ら
が
人

に
姿
を
見
せ
ぬ
う
ち
に
パ
ク
リ
バ
ク
リ
と
つ
き
た
て
を
食
し
て
い
る。

栃
餅

の
神
秘
性
が
う
ま
く
調
和
し
て
一

茶
な
ら
で
は
の
ピ
エ
ロ
性
横
溢
の
句
と

な
っ
た。
「
子
供
な
ど
並
ぶ
」

が
絶
妙。

切
れ
字
「
や」。

⑪

死

に

べ

た

と

山

や

思

は

ん

夕

時

雨

こ
れ
は
悲
痛
な
哀
他
歌
に
入
ろ
う。

母
の
死
・

継
母
と
の
い
さ
か
い
・

上

方
の
徒
弟
奉
公
・

結
婚
・

数
人
の
子
の
夭
折
·

要
の
死
·

ず
っ
と
年
下
の
後

要
と
の
佳
き
日
・

そ
し
て
懐
妊
•
こ
れ
程
の
人
生
の
試
練
を
受
け、

唯
一
の

子
の
服
も
見
ず
六
十
代
半
ば
で
死
ん
だ。
「
死
に
べ
た」

と
い
う
言
葉
は
一

茶
の
死
の
予
知
で
あ
ろ
う
か。

周
囲
を
囲
む
グ
レ
イ
の
山
々
が
「
又
死
ぬ

チ
ャ
ン
ス
を
逸
し
て
…」

と
嘲
笑
う
か
も
し
れ
ぬ、

夕
間
が
迫
り
人
生
の
時

雨
の
哀
歌
が
音
立
て
は
じ
め
た。

切
れ
字
「
や」
。
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冬

の

雨

火

箸

を

も

し

て

遊

ぴ

け

り

こ
こ
に
は
幼
心
・

窟
心
・
ピ
エ
ロ
の
一

茶
が
登
場
す
る。

信
濃
は
冬、

笞

も
多
い
が
雨
も
多
い
。
i
p
外
に
出
て
一

仕
事
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。

そ

こ
で
一

茶
（
薬
戒
い
は
子
供）

と
家
族
が、

木
の
箸
を
く
べ
て
そ
れ
が
燃
え

上
が
る
の
を
見
て
手
を
た
た
く。
「
火
箸
を
も
す」

は
「
木
箸
を
火
で
も
す」

の
意
で
あ
ろ
う。

寒
い
尺
余
の
雪、

降
り
止
ま
ぬ
時
雨、

家
内
は
は
な
ゃ
い

だ
泄
界
は
な
い
が、

家
族
数
人
が
僅
か
に
木
切
れ
を
燃
や
し
て
典
が
る
と
い

う
所
に
さ
さ
や
か
な
温
か
み
・
ぬ
く
も
り
が
あ
る
。

庶
民
一

茶
の
面
目
句。＇

切
れ
字
「
け
り」。

⑬

木

が

ら

し

に

く

す

く

す

豚

の

寝

た

り

け

り

木
枯
ら
し
が
激
し
く
吹
く`

そ
れ
は
砂
底
を
伴
い
一

向
に
吹
き
止
ま
ぬ
。

さ
て
こ
の
村
に
も
豚
小
屋
が
あ
り、

十
頭
足
ら
ず
の
豚
が
風
を
避
け
豚
舎
の

隅
に
か
た
ま
り
「
く
す
く
す
」

と
い
っ
た
寝
息
を
立
て
て
「
嵐
を
無
視
し

て
」

眠
っ
て
い
る。

初
五
l

動
の
世
界、

中
・

下
（
微
動
は
あ
る
が）

静
の

罷
界、
「
く
す
く
す」

と
い
う
擬
声
語
の
用
法
も
巧
み
で
あ
る。

人
間
も
騒

音
の
た
だ
中
で
熟
睡
す
る
こ
と
も
あ
る。

素
材
自
体
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
読
者

の
微
笑
を
さ
そ
う。

切
れ
字
「
け
りJ°

⑭

む

つ

か

し

や

初

省

見

ゆ

る

し

な

の

山

鉗
国
但
沿
に
今
年
も
初
省
が
や
っ
て
き
た。

神
無
月
か
ら
師
走
に
か
け
て

年
中
行
事
で
あ
る。

枯
卒
が
目
立
つ
四
方
の
山
々
、

そ
れ
に
ま
だ
ら
に
酋
が

降
る
、

山
自
体
も
む
つ
か
し
く
不
機
嫌
な
相
貌
を
呈
す
る
。
「
む
つ
か
し
」

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
む
つ
か
し
い
が
こ
れ
か
ら
半
年
も
の
冠
雪
に
見
舞
わ
れ
る

⑫ 

四
囲
の
山
々
の
心
情
擬
人
表
現
で
あ
ろ
う。

こ
う
し
た
句
は
中
部
・

北
庄
・

山
陰
等
の
雪
国
で
な
い
と
「
む
つ
か
し」

と
の
感
覚
表
現
は
句
作
で
き
ぬ
で

あ
ろ
う。

切
れ
字
「
ゃ
」。

⑮

雹

散

る

や

お

ど

け

も

言
へ

ぬ

信

沿

空

信
淡
の
国
は
越
後
・

飛
郡
・

甲
斐
等
と
共
に
ア
ル
プ
ス

級
の
布
山
が
辿

な
っ
た
雪
国
で
あ
る
。
「
し
な
の
人」

は
口
が
重
い
と
い
う、

直
く
も
な
ろ

う
歳
末
に
も
な
る
と
来
る
日
も
米
る
日
も
鈍
色
の
母
天
か
ら
ふ
う
わ
り
ふ
う

わ
り
止
め
所
な
く
営
片
が
降
っ
て
く
る
。

そ
の
灰
色
（
グ
レ
ー）

の
世
界
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
る
と
「
お
ど
け
•

あ
ほ
う
ご
と
・

洒
蕗・・・
」

も
い
う
気
力
が

失
せ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
が
ま
あ
終
（
つ
い
）

の
住
み
か
か
雪
五
尺」

と

よ
ん
だ
一

茶
の
実
感
句
で
あ
る
。
「
お
ど
け
も
い
え
ぬ
」

が
額
る
よ
い
。

切

れ
字
「
ゃ
」
C

（
平
成一
二
年
栞
月
二
十
四
日）

（
泄
山
商
病
講
師、

昭
和
二
十
八
年
卒
—
一

回
生）
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