
蕪

村

の

詩

一

序

蕪
村
、
が
画
家
で
あ
り
、
感
覚
的
で
清
新
な
中
興
期
俳
諮
の
代
表
的

俳
人
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
彼
が
「

北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
「
春
風
馬
堤
曲
」
「
澱
河
歌
」
と
い
う
三
篇

の
珠
玉
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
だ
。

現
在
こ
れ
ら
三
篇
の
詩
に
対
し
て
、
一
部
で
は
蕪
村
の
俳
諮
と
は

別
に
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
評
価
が

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

封
建
時
代
と
い
う
窮
屈
な
社
会
に
お
い
て
、
人
々
が
町
入
社
会
の

経
済
的
向
上
に
伴
な
い
生
活
外
の
生
活
、
社
会
外
の
社
会
に
、
は
な

や
か
な
享
楽
生
活
を
求
め
た
中
で
一
般
の
そ
う
い
う
卑
俗
の
中
に
だ

け
ひ
た
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
一
種
の
エ
リ
ー
ト
達
は
、
逆
に
現
実
に

拘
泥
す
る
こ
と
な
く
詩
画
そ
の
他
の
諸
芸
に
遊
び
、
通
俗
を
嫌
っ
て

悠
々
自
適
の
生
活
を
す
る
い
わ
ゆ
る
市
隠
的
文
人
趣
味
へ
と
逃
避
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
人
々
に
よ
る
教
義
的
社
交
界

と
も
い
う
べ
き
集
団
の
よ
う
な
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
春
風
馬
堤
曲
」
時
代
の
蕪
村
も
そ
の
内
の
一
人
で
あ
る
が
、
す

中

澄

子
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で
に
享
楽
生
活
を
も
風
流
と
み
て
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
た
事
は
、
高

踏
な
そ
の
理
念
か
ら
み
れ
ば
矛
盾
で
あ
り
、
書
簡
の
中
に
画
料
の
催

促
や
生
活
苦
を
訴
え
た
も
の
が
相
当
見
う
け
ら
れ
る
事
か
ら
も
、
家

庭
を
持
っ
た
蕪
れ
に
は
、
世
路
の
苦
し
み
が
現
実
と
し
て
そ
の
生
活

に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
蕪
村
の
俳
画
の
世
界
は
空
想
上
の

理
想
の
世
界
で
あ
っ
た
。
現
実
の
生
活
が
世
俗
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
蕪
村
は
頭
の
中
で
よ
り
反
俗
で
高
踏
な
世
界
へ
逃
避
し
、
そ
こ
に

自
ら
を
遊
ば
し
め
て
な
ぐ
さ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
牙
眉
の
多
い
、
華
や
か
だ
が
ど
こ
か
空
虚
な
生
活
の

中
で
、
一
人
娘
く
の
を
嫁
が
せ
た
安
心
感
も
伴
っ
て
急
に
た
ま
ら
な

く
郷
愁
を
感
じ
作
ら
れ
た
の
が
「
春
風
馬
堤
曲
」
で
あ
っ
た
よ
う

だ。
又
「
老
鴬
児
」
の
回
想
的
一
詠
歎
か
ら
み
る
と
ま
だ
何
事
に
も
一
途

で
妥
協
を
許
さ
ず
、
純
粋
に
よ
り
真
実
な
も
の
を
求
め
、
現
に
そ
う
い

う
生
き
方
を
し
て
い
た
若
き
頃
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
を
作
っ
た

こ
ろ
の
自
分
自
身
へ
の
な
つ
か
し
さ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

蕪
村
の
勾
中
花
を
扱
っ
た
も
の
は
多
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
桜
、
梅

等
い
は
ば
古
く
か
ら
詩
歌
に
常
用
さ
れ
た
花
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
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た
ん
ぽ
ぽ
を
扱
っ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
庶
民

的
な
花
が
、
彼
の
コ
一
．
篇
の
詩
の
内
二
篇
に
共
通
し
て
出
て
来
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
「
春
風
馬
堤
曲
」
の
蕪
村
が
「
北
寿
老
仙
を
い
た

む
」
の
蕪
村
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
か
叉
は
、
た
ん
ぽ
ぽ
が
幼
き
頃

の
想
い
出
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
解
釈
出
来
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
春
風
馬
堤
胡
」
と
「
澱
河
歌
」
は
遠
く
二
十
余
年
前
に
作
ら

れ
て
い
た
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
と
彼
の
内
商
的
序
清
の
強
い
糸

で
結
ぼ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
三
篇
の
詩
’
特
に
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
と
そ
の
周
囲

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
中
に
俳
諸
に
は
見
い
出
し
難
い
蕪

村
ら
し
き
ゃ
、
な
ん
ら
か
の
形
で
現
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
蕪
村
の

人
間
性
を
探
求
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
本
論

付
蕪
村
の
詩
に
つ
い
て

蕪
村
の
詩
と
い
え
ば
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
「
春
風
馬
堤
曲
」

「
澱
河
歌
」
の
三
篇
を
さ
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
老
鴬
児
」
の
一

句
を
「
春
風
馬
堤
曲
」
「
澱
河
歌
」
と
共
に
三
部
曲
の
一
つ
と
し
て

考
え
る
説
も
あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
は
自
由
な
詩
精
神
の
高
揚
を
み

た
『
夜
半
楽
』
全
体
の
結
語
風
な
一
句
で
あ
る
と
み
て
、
こ
こ
で
は

省
く
こ
と
に
す
る
。

三
篇
の
詩
に
つ
い
て
は
、
そ
の
研
究
が
多
い
だ
け
に
そ
れ
を
総
称

し
て
自
由
詩
、
野
情
詩
、
和
詩
等
々
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
又

清
水
孝
之
氏
は
実
文
に
対
す
る
俳
文
と
同
様
の
立
場
か
ら
詩
も
定
型

非
定
型
を
問
わ
ず
、
総
称
し
て
俳
詩
と
い
う
の
、
が
最
も
妥
当
だ
と
し

て
、
支
考
の
仮
名
詩
（
宇
和
詩
）
を
意
識
的
に
除
外
し
、
そ
れ
以
外

の
新
体
の
詩
を
俳
譜
詩
と
か
、
明
治
新
体
詩
の
先
惟
を
な
す
も
の
と

考
え
て
俳
体
詩
等
と
い
う
の
は
適
当
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

俳
体
詩
と
称
す
る
に
は
、
蕪
村
の
詩
が
近
代
的
で
明
治
新
体
詩
の

初
期
の
も
の
よ
り
む
し
ろ
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
新
体
詩
は
あ
く

ま
で
西
洋
詩
の
移
植
影
響
の
も
と
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
蕪
村

の
詩
と
直
結
し
た
流
れ
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
由
詩
と
称

す
る
の
も
「
旧
来
の
文
語
、
雅
語
を
以
っ
て
す
る
無
定
型
の
詩
は
、

別
に
破
調
の
証
明
を
以
っ
て
呼
ん
で
、
自
由
詩
の
名
で
呼
ぱ
な
い
の
を

「
去
二

通
例
と
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
あ
ま
り
適
当
と
は
思
え
な
い
し
拝
情

詩
と
す
る
場
合
「
春
風
馬
堤
曲
」
や
「
澱
河
歌
」
の
み
ご
と
な
変
身

は
、
持
情
詩
の
一
語
で
片
づ
け
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ

る。
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し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
俳
詩
と
し
て
総
称
す
る
の
が
適
当
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
燕
村
の
詩
が
仮
名
詩
と
区
別
さ
れ
る
も
の
か
否

か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
ろ
う
。
い
づ
れ
に
し
て
も
彼
の
詩
が
当
時
ど
の

よ
う
な
流
れ
の
中
に
生
れ
た
か
と
い
う
の
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
頴
原
退
蔵
氏
は
著
書
『
蕪
村
』
の
中
で
「
春
風
馬

堤
曲
の
源
流
」
と
題
し
て
入
念
な
研
究
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
要

約
す
る
と
、
支
考
一
派
の
仮
名
詩
は
形
式
技
巧
に
と
ら
わ
れ
た
も
の

で
、
い
か
に
俳
諮
に
仮
名
詩
一
派
が
な
が
く
伝
っ
た
に
し
て
も
、
そ



の
よ
う
な
も
の
が
孤
高
な
蕪
村
の
詩
情
を
動
か
す
こ
と
も
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
の
詩
は
純
粋
に
彼
の
創
案
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、
素
堂
、
嵐
雪
を
源
と
し
楼
川
尚
尾
谷
、
文
喬
等
を
主
流
と
す

る
仮
名
詩
と
は
別
の
新
詩
運
動
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

［
注
二
〕

こ
の
説
に
対
し
て
清
水
孝
之
氏
は
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
の
源
流

」
に
お
い
て
、
蕪
村
が
仮
名
詩
に
批
判
的
で
あ
っ
た
る
う
こ
と
は
推

察
に
難
く
な
い
が
江
戸
座
の
宗
匠
連
の
間
で
は
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら

れ
試
作
さ
れ
て
い
た
。
楼
川
ら
の
作
品
も
結
局
は
概
し
て
仮
名
詩
圏

内
の
も
の
で
、
多
少
近
世
歌
謡
調
の
導
入
、
が
み
ら
れ
る
に
す
、
ぎ
な
い
、

と
反
論
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
積
原
氏
は
、
仮
名
詩
と
は
別
の
新
詩
運
動
の
存
在
を
い
わ

れ
、
清
水
氏
は
そ
れ
を
否
定
し
て
、
ぽ
っ
き
り
区
別
出
来
る
も
の
で

は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ち
が
い
は
楼
川
ら
の
詩
と
歌
謡
と

の
関
係
に
於
い
て
讃
原
氏
は
「
こ
の
間
か
ら
河
東
節
の
作
者
が
出
た

り
し
て
い
る
の
も
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
曲
詞
に
ま
で
俳
議
文
章
の

進
出
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
に

解
釈
し
て
い
ら
れ
、
清
水
氏
の
近
世
歌
謡
調
の
導
入
と
い
う
解
釈
と

か
な
り
喰
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
両
氏
の
説
を
検
討
し
て
み
る
に
、
楼
川
ら
茶
話
摘
の
一
派

が
近
世
歌
謡
に
親
し
ん
だ
こ
と
は
、
洞
房
語
圏
に
の
る
「
袴
着
の
小

謡
」
つ
髪
置
の
小
う
た
ひ
」
等
か
ら
も
明
ら
か
で
、
叉
端
歌
の
冒
頭

に
盛
ん
に
俳
句
が
利
用
さ
れ
て
い
る
事
は
江
戸
座
宗
匠
連
中
が
近
世

歌
謡
の
作
詞
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
し
、
後
年
の
名
女
形

で
絶
大
な
人
気
の
あ
っ
た
瀬
川
茶
之
丞
が
路
考
と
い
う
俳
号
を
持
つ

門
注
一
二
〕

て
い
て
「
路
考
風
」
と
呼
ば
れ
る
風
俗
を
流
行
さ
せ
た
事
か
ら
も
遊

蕩
的
環
境
と
羽
俳
譜
的
環
境
が
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
が
い
え
よ
う

〉フ。
以
上
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
楼
川
の
「
立
君
の
詞
」
に
類
す

る
も
の
が
か
な
り
歌
謡
に
近
い
、
と
い
う
よ
り
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

歌
謡
の
部
類
に
高
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
頴
原
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
一
連
の
詩
は
、
仮
名
詩
に
刺
激
さ
れ
自
由

な
詩
形
を
手
段
と
し
、
こ
の
時
代
特
有
と
も
い
う
べ
き
市
躍
的
文
人

趣
味
的
性
俗
の
上
に
各
々
の
個
性
あ
る
新
し
い
仔
情
を
歌
謡
調
に
う

た
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
仮
名
詩
と
全
く
区
別
す
る
こ
と

も
俳
詩
と
い
う
名
で
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
も
、
共
に
少
々
無
理

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
ら
の
詩
が
「
俳
譜
精
神
を
生
か
し
た

詩
」
と
い
う
よ
う
な
統
一
的
な
意
識
の
も
と
に
作
ら
れ
て
い
れ
ば
、

こ
の
種
の
も
の
だ
け
で
立
派
に
近
位
文
芸
中
の
一
分
野
を
占
め
る
こ

と
、
が
出
来
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
蕪
村
の
詩
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
訳
で
、
こ

の
種
の
も
の
が
僅
か
に
三
篇
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は

一
つ
の
蕪
村
の
詩
に
対
す
る
態
度
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

。
〉フ
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口
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
に
つ
い
て

こ
の
詩
は
結
城
を
根
城
と
す
る
十
年
に
わ
た
る
「
懐
疑
的
遊
歴
」
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時
代
、
蕪
村
三
十
才
の
時
の
も
の
で
彼
の
良
き
理
解
者
で
あ
り
援
助

者
で
あ
っ
た
北
寿
老
仙
こ
と
早
見
晋
我
の
死
を
い
た
ん
で
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
晋
我
没
後
五
十
年
、
そ
の
子
桃
彦
が
父
の
五
十
回
忌

に
際
し
て
晋
我
を
襲
号
し
た
記
念
に
出
版
し
た
『
い
そ
の
は
な
』
に

「
庫
の
う
ち
よ
り
見
出
つ
る
ま
ま
に
右
に
し
る
し
侍
る
」
と
末
思
に

記
さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
。
蕪
村
も
没
し
て
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
発
表
意
欲
の
強
か
っ
た
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
詩
の
清
新
さ
や
近
代
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
定
評
が
あ
る
が

こ
の
詩
を
生
ん
だ
環
境
ほ
当
時
蕪
村
に
と
っ
て
は
舗
宗
河
没
後
俗
化

し
た
俳
諸
に
対
し
て
著
し
く
懐
疑
的
に
な
り
、
同
明
げ
の
視
瓦
、
下
総

結
成
の
砂
舟
一
唯
宕
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
こ
こ
を
恨
城
に
奥
羽
へ
の

苦
し
い
旅
な
ど
虐
行
十
年
の
生
活
を
始
め
そ
の
中
で
画
業
と
俳
業
の

基
礎
を
か
た
め
て
い
っ
た
持
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
入
団
府
苦
悩

の
時
代
、
結
成
の
俳
系
を
と
も
に
し
た
人
々
の
暖
か
い
雰
司
気
は
蕪

村
に
と
っ
て
は
何
に
も
か
え
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
師

宗
同
に
つ
づ
く
晋
我
の
死
が
い
か
に
彼
を
悲
し
ま
せ
た
か
が
わ
か

る
。
そ
の
悲
し
み
が
絡
調
高
い
旋
律
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

こ
の
詩
の
美
し
さ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
解
釈
の
問
題

こ
の
詩
の
解
択
に
つ
い
て
は
ま
だ
定
説
を
み
な
い
部
分
が
浅
さ
れ

て
い
る
。
第
一
の
問
題
点
は
作
詩
の
時
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来

は
第
七
行
の
「
ひ
た
鳴
き
に
鳴
を
聞
ぽ
」
と
第
十
三
行
の
「
ほ
ろ
ろ

と
も
な
か
ぬ
」
の
解
釈
上
の
矛
盾
を
な
く
す
為
に
第
十
一
行
ま
で
を

北
寿
老
仙
が
死
ん
だ
夕
方
、
第
十
二
行
以
下
を
初
じ
日
あ
た
り
の
こ

と
と
い
う
よ
う
に
と
っ
て
あ
る
が
、
こ
の
美
し
い
流
れ
を
持
つ
詩
に

こ
の
よ
う
な
切
〆
い
め
を
つ
け
る
の
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ心。
こ
れ
に
対
し
て
今
井
文
男
氏
ば
リ
プ
レ

l
ソ
の
形
式
に
着
目
し
て
、

こ
の
詩
の
構
成
は
段
法
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
み
て
み
る
と
単
な
る
く
り

か
え
し
で
々
く
、
く
り
返
し
に
よ
っ
て
そ
れ
で
押
し
は
さ
ま
れ
る
部

分
を
包
み
こ
む
形
式
、
つ
ま
り
佐
藤
春
夫
の
「
秋
刀
魚
の
歌
」
の
よ

う
に
近
代
詩
の
活
見
し
た
手
法
と
同
じ
ピ
、
と
さ
れ
「
第
一
に
同
の
辺

に
住
む
矯
子
の
ぬ
き
タ
を
却
け
、
よ
、
そ
の
瓦
の
堆
子
も
そ
れ
に
答
え

て
ほ
ん

J

ろ
と
鳴
き
か
わ
す
風
景
が
あ
り
、
第
二
に
矯
子
の
鳴
き
声
で

友
を
思
い
、
そ
の
友
の
す
で
に
亡
き
こ
と
を
思
い
お
こ
し
、
雄
子
が

鳴
き
か
わ
す
よ
う
に
は
そ
の
友
は
答
え
ぺ
ペ
川
ぬ
と
い
う
事
同
が
あ

「

U

七
日
二

り
、
そ
の
第
一
と
第
二
を
重
ね
合
せ
た
十
り
の
」
ー
と
し
て
解
釈
さ
れ
て

い
る
。今

井
氏
の
リ
ブ
レ
ー
ン
の
あ
っ
か
い
は
大
変
お
も
し
ろ
い
し
私
も

こ
の
説
に
賛
成
し
た
い
。
た
だ
現
に
ひ
た
鳴
き
に
鳴
い
て
い
る
矯
子

の
声
を
聞
き
な
が
ら
友
は
何
も
答
え
て
く
れ
な
い
と
い
う
怠
味
を
ほ

ろ
ろ
と
も
鳴
が
品
と
表
現
す
る
だ
ろ
う
か
？
私
は
こ
の
日
縫
子
は
鳴

い
て
い
な
か
っ
た
と
と
り
た
い
。
従
来
は
十
七
行
の
「
矯
子
の
あ
る

か
」
の
か
を
誠
嘆
の
終
助
詞
と
し
て
解
釈
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
を
疑

問
を
表
す
係
助
詞
と
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
助
詞

は
全
く
接
続
に
お
い
て
も
又
文
末
に
表
れ
る
点
に
つ
い
て
も
文
法
上
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全
く
区
別
し
難
い
。
又
こ
の
岡
は
二
人
に
と
っ
て
日
頃
親
み
の
深
い

岡
で
あ
り
縫
子
も
又
想
い
出
あ
る
烏
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
こ

で
私
は
こ
の
一
行
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。
「
こ
の
岡
に
は
よ

く
二
人
で
や
っ
て
来
て
い
た
。
よ
く
耳
に
し
て
い
た
雑
子
あ
の
雑
子

は
今
日
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
た
鳴
に
鳴
い
て
い
る
声
は
ち
ょ
う

ど
友
が
親
子
を
呼
び
合
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
」
と
。
こ
う
解
釈
す

れ
ば
八
・
十
二
・
十
三
行
も
「
私
に
も
河
を
へ
だ
て
て
住
ん
で
い
る

友
、
あ
な
た
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
日
は
ど
う
い
う
訳
か
雑
子
が

ち
っ
と
も
鳴
か
な
い
よ
う
に
、
も
う
あ
な
た
は
私
に
何
も
答
え
て
は

く
れ
な
い
の
で
す
ね
」
と
つ
づ
い
て
解
釈
上
の
矛
盾
は
無
く
な
る
の

で
あ
る
。

次
に
第
二
の
問
題
点
は
、
へ
げ
の
け
ぶ
り
の
へ
げ
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
る
。

「
主
互
」

一
、
変
化
の
煙
。
つ
ま
り
火
葬
の
煙
二
、
賓
の
古
語
。
葬
祭
用
の
へ

「
主
ム
二

ダ
」
板
製
品
を
焼
き
捨
て
る
と
こ
ろ
。
コ
一
、
付
け
木
0

・
現
代
の
マ
ッ
チ

「
主
七
〕

の
よ
う
な
も
で
偶
然
そ
の
夕
方
眺
め
た
野
火
で
あ
ろ
う
。

以
上
コ
一
つ
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
こ
の

詩
に
よ
ま
れ
た
場
所
が
実
地
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
西
か
ら
東
へ
流
れ
て
い
る
小
川
を
へ
だ
て
て
対
岸
は
竹
薮
の
あ

る
庄
陵
地
帯
で
、
今
で
も
木
か
げ
に
土
日
の
士
族
屋
敷
が
数
軒
の
こ
っ

て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
又
冬
か
ら
早
春
に
か
け
て
こ
の
辺
は
西
風
が

円
注
八
〕

激
し
い
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
煙
を
見
た
の
は
岡
の
上
で
あ

ろ
う
し
、
火
葬
場
や
葬
祭
用
品
を
焼
き
捨
て
る
と
こ
ろ
が
土
族
屋
敷

の
近
く
に
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
又
野
火
、
だ
と
へ
げ
の
け
ぶ
り
と

は
い
わ
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
か
ら
時
間
、
が
夕
暮
ど
き
で
あ
る
こ
と
を

考
え
て
、
へ
、
♂
を
か
ま
ど
の
古
語
と
み
て
タ
飼
の
煙
と
と
る
の
が
妥

当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
煙
が
い
つ
に
な
く
蕪
村
に
無
常
を

感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

乙
陶
淵
明
の
影
響
に
つ
い
て

こ
の
詩
に
は
亜
日
の
陶
淵
明
の
「
帰
園
田
居
」
其
四
の
影
響
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
o

た
し
か
に
冒
頭
の
「
何
ぞ
は
る
か
な
る
」
は
漢

詩
的
表
現
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
町
人
社
会
に
お
け
る
漢
詩
の
流
行
は

史
上
空
前
の
現
象
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
蕪
村
と
て
早
く
か
ら
漢

詩
に
親
し
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
中
で
も
向
淵
明
に
は
深
く
影

響
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
陶
淵
明
の
詩
を
よ
ん
で
い
る
と
俗
世
間
を

嫌
っ
た
り
真
実
の
生
活
を
求
め
て
の
隠
遁
等
い
か
に
も
当
時
の
青
年

蕪
村
と
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
帰
園
田
居
」
五
首
と
時
を
同
じ
く
し
て
作
ら
れ
た
の
が
陶
淵
明

の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
「
帰
去
来
辞
」
で
、
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
貧
し

き
が
故
に
県
知
事
に
な
っ
た
が
世
俗
に
む
か
な
い
自
分
の
こ
と
、
考

え
て
み
れ
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
生
活
の
為
に
わ
が
身
を
く
る
し
め

る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
矛
盾
多
い
生
活
に
自
分
は

白
身
の
本
心
に
む
か
つ
て
恥
じ
、
妹
が
死
ん
だ
の
を
き
っ
か
け
に
お

の
ず
か
ら
辞
職
し
た
。
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

成
立
事
情
と
い
い
「
少
き
よ
り
俗
に
適
わ
ん
韻
無
」
「
性
と
し
て
本
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と
丘
と
を
愛
せ
し
に
」
と
い
う
陶
淵
明
の
思
想
、
性
格
と
い
い
、
十

年
近
い
江
戸
生
活
に
「
俗
に
適
ふ
の
韻
な
き
」
こ
と
を
自
覚
し
、
師

宗
阿
が
役
し
た
の
を
臓
に
江
戸
を
去
り
結
城
に
む
か
つ
た
蕪
村
の
事

情
と
一
種
々
の
面
で
全
く
北
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
「
帰
匪
回

居
」
が
当
時
蕪
村
の
愛
好
す
る
詩
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
し
か
し
「
帰
国
田
居
」
其
四
の
内
容
は
久
し
ぶ
り
山
釈
に
散

歩
じ
、
新
鮮
で
楽
し
い
感
動
の
中
に
ふ
と
安
見
し
た
人
生
の
幻
化
を

表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
悲
し
み
の
懐
い
を
い
だ
い
て
官
に
上
っ
た

北
寿
老
仙
の
誌
と
は
か
な
り
発
想
が
違
う
o

内
面
酌

E
T酌
に
は
そ

の
影
響
を
明
ら
か
に
日
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
北
士
対
老
仙
の
詩

は
こ
の
詩
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
り
巧
妙
に
換
骨
貯
除
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
取
る
の
は
少
し
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
と

E
ぅ
。
俳
句
に
は

表
現
し
つ
く
せ
な
い
感
情
の
滋
流
が
こ
の
詩
を
作
ら
ぜ
た
も
の
で
、

そ
の
内
容
に
影
響
が
み
え
る
の
は
陶
淵
明
の
思
想
的
影
響
を
受
け
て

い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
第
一
影
響
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
の
は
九

、
十
、
十
一
の
三
行
に
於
い
て
の
み
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
「
北

寿
老
仙
を
い
た
む
」
は
「
帰
園
田
居
」
其
四
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
、
そ
れ
を
も
含
め
て
陶
淵
明
の
影
響
が
か
な
り
著
し
く
表

れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

q
h

構
成
に
つ
い
て

こ
の
詩
は
八
連
の
構
成
を
と
っ
て
お
り
全
体
的
に
は
一
、
二
行
と

十
四
、
十
五
行
及
八
行
と
十
二
行
の
二
つ
の
リ
プ
レ

1
γ
に
よ
っ
て

二
重
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
更
に
よ
く
読
ん
で
み
る
と

一
、
第
一
、
第
三
行
の
君
の
頭
韻
が
、
第
八
、
第
十
二
行
の
友
を
は

さ
ん
で
第
十
四
行
と
呼
応
し
て
い
る
。

一
、
第
四
、
六
、
八
、
十
一
行
と
最
後
の
十
八
行
に
あ
る
脚
韻
の
き

が
呼
応
し
て
い
る
。

が
わ
か
り
、
そ
し
て
こ
の
韻
が
詩
全
体
に
軽
い
緊
張
を
与
え
、
ま
と

ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
又
九
、
十
、
十
一
行
と
十
六
、
十

七
、
十
八
行
と
は
、
共
に
宗
教
的
色
彩
を
与
え
て
詰
に
起
伏
を
作
り

巧
妙
に
藤
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
み
ご
と
な
棋
成
の
上
に
悲

し
み
に
耐
え
奴
れ
ず
、
二
人
し
て
よ
く
来
た
岡
へ
来
て
、
そ
こ
に
咲

く
花
に
よ
っ
て
亡
京
と
の
想
い
出
に
よ
り
悲
し
み
を
増
し
、
雑
子
に

よ
せ
て
二
人
の
友
怯
を
応
い
か
え
し
、
更
に
は
げ
し
く
高
ま
っ
た
悲

し
み
を
ふ
と
目
に
は
い
っ
た
煙
の
は
か
な
さ
に
よ
っ
て
世
の
無
常
を

思
い
心
の
静
け
さ
（
あ
き
ら
め
の
よ
う
な
も
の
）
を
と
り
も
ど
し
、

そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
よ
り
重
く
枕
ん
だ
悲
愁
の
中
に
友
を
恕
い
、
夕

暮
か
ら
校
へ
と
時
間
の
彩
桁
と
共
に
更
に
深
く
悲
し
み
は
枕
ん
で
ゆ

き
つ
い
に
静
土
民
平
静
へ
と
落
着
く
ま
で
の
複
雑
な
持
情
の
流
れ
を

す
っ
き
り
と
の
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
韻
を
ふ
ん
で
い
る
事
は
、
支

考
の
仮
名
詩
の
影
響
を
想
い
出
さ
せ
る
が
、
リ
ブ
レ
ー
ン
に
よ
っ
て

二
重
に
包
ま
れ
た
形
式
や
、
被
調
な
が
ら
流
れ
る
よ
う
な
自
然
な
詩

句
に
存
情
の
変
化
過
程
を
の
せ
る
等
、
全
く
近
代
詩
に
優
る
と
も
劣

ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
の
一

篇
は
同
時
代
の
他
の
多
く
の
詩
に
く
ら
べ
て
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て



1

1

1

1

1

1

1

1

 

は
る
か
に
卓
絶
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
詩
に

対
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
情
熱
を
持
た
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
支
考

の
仮
名
詩
に
反
接
す
る
為
に
試
作
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
か
、
理
由

は
定
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
だ
け
の
才
能
を
持
つ
蕪

村
の
こ
の
種
の
詩
が
こ
れ
の
み
で
終
っ
た
こ
と
は
非
常
に
残
念
な
こ

と
で
あ
る
。

結
論

蕪
村
の
詩
は
そ
の
構
成
の
す
ば
ら
し
き
ゃ
、
字
旬
、
着
想
の
清
新

で
無
駄
の
な
い
点
等
、
近
代
詩
に
も
匹
敵
す
る
と
称
讃
さ
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
俳
諮
に
対
す
る
よ
う
な
真
剣

な
本
職
意
識
が
な
か
っ
た
為
に
、
か
え
っ
て
自
由
に
伸
び
伸
び
と
自

然
な
形
で
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
為
に
一
北
寿
老
仙
を
い
た

む
」
に
お
い
て
は
老
友
を
亡
つ
て
の
切
実
な
悲
嘆
が
、
「
春
風
馬
堤

曲
」
に
お
い
て
は
懐
旧
の
や
る
か
た
な
さ
よ
り
う
め
き
出
た
る
実
情

が
こ
の
詩
の
流
れ
か
ら
く
る
息
づ
か
い
と
共
に
感
じ
ら
れ
、
近
代
人

の
共
鳴
を
得
る
も
の
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

俳
、
画
を
通
し
て
現
在
ま
で
種
々
の
蕪
村
の
人
間
性
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
の
中
に
こ
そ
蕪
村
の
最
も
人
間
的
な

面
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」

の
格
調
高
い
清
新
な
味
こ
そ
蕪
村
の
真
の
持
ち
味
の
よ
う
な
気
が
す

る
。
こ
の
詩
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
間
蕪
村
を
本

当
に
身
近
か
に
感
じ
得
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

単
に
こ
の
詩
を
賞
讃
す
る
の
み
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
詩
を
手
が
か

り
に
し
て
、
も
っ
と
人
間
蕪
村
に
親
し
く
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼

の
俳
句
の
中
に
も
又
更
に
深
く
新
し
い
か
が
や
き
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
の
で
は
な
レ
か
と
思
う
の
で
あ
る
o

〔
注
一
］
「
日
本
文
学
大
館
典
」
自
由
詩
の
項
よ
り

〔
注
二
〕
「
解
釈
と
銑
佐
具
」
一
二
十
五
年
四
月
号

〔
注
一
己
「
江
戸
時
代
」
北
島
正
一
冗
著
新
潮
支
庫

〔
注
四
］
「
国
学
」
三
十
九
年
一
月
号

〔
注
五
〕
日
本
古
典
文
学
大
系
「
蕪
村
・
一
茶
集
」
陣
駿
康
隆
校
注

〔
注
六
〕
「
与
謝
蕪
村
集
」
朝
日
新
聞
社

日
本
古
典
鑑
賞
講
座
「
蕪
村
・
一
茶
」
角
川
書
店

〔
注
七
〕
「
悶
文
学
」
三
十
九
年
一
月
号

〔
注
八
い
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
「
蕪
村
・
一
茶
」
四
十
二
一
良
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