
槻
䕃 

 

志
村
黙
榮 

 

境
川
時
代 

 

昭
和
九
年
よ
り
昭
和
十
四
年 

  
 

昭
和
九
年
初
秋
初
め
て
赴
任
し
た
境
川
小
学
校 

 
 

そ
の
秋
深
き
頃
尋
常
三
年
生
を
引
率
し
て 

 
 

米
倉
山
に
遠
足
、
生
れ
て
初
て
俳
句 

 
 

ら
し
き
も
の
を
作
る 

子
供
等
を
狩
り
出
す
声
や
秋
の
山 

読
み
＝
こ
ど
も
ら
を 

か
り
だ
す
こ
え
や 

あ
き
の
や
ま 

季
語
＝
秋
の
山
（
秋
） 

 

米
倉
山
（
こ
め
く
ら
や
ま
）
は
、
学
校
か
ら
歩
い
て
三
十
分
く
ら
い
、
境
川
村
地
内

の
標
高
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
山
。
現
在
は
日
本
最
大
級
の
メ
ガ
・
ソ
ー
ラ
ー

（
太
陽
光
発
電
所
）
が
稼
働
し
て
い
る
。 

当
時
は
、
普
通
の
里
山
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
普
段
か
ら
こ
の
山
の
中
を

遊
び
場
に
し
て
い
る
子
供
も
い
る
。
そ
ん
な
山
の
餓
鬼
ど
も
を
、
遠
足
弁
当
持
ち
の
ハ

イ
テ
ン
シ
ョ
ン
状
態
で
解
き
放
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
収
容
は
木
の
上
を
含
む
三
次
元
の

捜
索
が
必
要
で
、
容
易
で
は
な
い
。
二
十
一
歳
の
榮
助
の
若
々
し
い
声
が
聞
こ
え
て
く

る
よ
う
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
年
の
徴
兵
令
改
正
に
よ
り
、
師
範
学
校
卒
業
生
は
短
期
現
役
兵
制
度
に
よ
る

五
カ
月
間
の
兵
役
後
、
下
士
官=

伍
長
で
退
役
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
昭
和
九
年
四

月
榮
助
は
二
十
歳
で
山
梨
師
範
学
校
本
科
二
部
を
卒
業
、
直
ち
に
短
期
現
役
兵
制
度
に

よ
り
甲
府
四
九
聯
隊
で
五
カ
月
間
の
兵
役
に
就
い
た
。
榮
助
は
五
尺
五
寸
で
一
六
貫
、

当
時
と
し
て
は
巨
人
で
あ
っ
た
の
で
、
体
格
の
良
い
兵
隊
が
選
抜
さ
れ
る
十
一
年
式
機

関
銃
の
銃
手
の
訓
練
を
受
け
、
予
定
通
り
陸
軍
伍
長
で
退
役
、
昭
和
九
年
九
月
、
二
十

一
歳
で
境
川
尋
常
小
学
校
に
赴
任
し
た
。 

学
校
ぽ
っ
と
出
の
若
い
教
師
が
田
舎
の
小
学
校
に
赴
任
と
云
う
、
田
山
花
袋
の
『
田

舎
教
師
』
の
清
三
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、『
田
舎
教
師
』
は
榮
助
の

愛
読
書
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

 

と
は
い
え
、
境
川
は
た
だ
の
山
村
で
は
な
か
っ
た
。
家
と
小
作
を
守
る
為
に
東
京
か

ら
帰
っ
た
飯
田
蛇
笏
が
境
川
山
廬
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
九
年
当
時
、
蛇
笏

は
第
一
句
集
で
あ
る
『
山
廬
集
』
を
出
し
た
ば
か
り
、
油
の
乗
り
切
っ
た
五
十
歳
で
あ

っ
た
。 

  

 

 

こ
の
眼
鏡
は
後
に
富
士
登
山
の
際
、
落
と
し
て
失
く
し
て
し
ま
っ
た
と
聞
い
た
事
が

あ
る
。
私
も
弱
い
が
乱
視
で
あ
る
の
で
榮
助
に
似
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

   

山
梨
師
範
学
校
の
制
服
制
帽

姿
の
深
澤
榮
助
。
二
十
歳
位
か
。 

 

 

眼
鏡
は
乱
視
用
で
あ
る
。
私

の
知
る
父
榮
助
は
老
眼
鏡
以
外

の
眼
鏡
は
か
け
な
か
っ
た
。 



 
 

山
廬
寒
夜
句
三
昧
に
は
先
輩
の. 

 
 

先
生
達
と
十
一
年
頃
よ
り
参
加
し
た 

 

《
山
廬
寒
夜
句
三
昧
と
は
、
小
黒
坂
の
山
廬
の
土
蔵
の
二
階
の
座
敷
で
冬
に
三
夜
連
続

で
催
さ
れ
た
。
各
自
に
硯
が
配
ら
れ
、
短
冊
に
墨
書
で
投
句
、
蛇
笏
自
ら
が
選
を
行
っ

た
。
参
加
は
無
料
で
自
由
、
参
加
者
に
は
食
事
が
振
舞
わ
れ
、
句
会
は
深
更
に
及
ぶ
蛇

笏
と
の
真
剣
勝
負
の
場
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
当
時
の
境
川
村
は
と
ん
で
も
な
い
田
舎
、
参
加
で
き
る
の
は
近
郷
近
在
の

者
に
限
ら
れ
、
い
き
お
い
、
境
川
尋
常
小
学
校
の
教
員
の
参
加
は
或
る
意
味
必
然
で
も

あ
っ
て
、
か
な
り
の
人
数
が
参
加
し
た
と
言
う
（
飯
田
龍
太
著
「
龍
太
語
る
」
よ
り
）。》 

 火
の
番
に
塔
影
繊
く
曳
き
に
け
り 

読
み
＝
ひ
の
ば
ん
に 

と
う
え
い
ほ
そ
く 

ひ
き
に
け
り 

 
 

季
語
＝
火
の
番
（
冬
） 

火
の
番
は
村
人
が
、
冬
季
に
持
ち
回
り
で
番
小
屋
に
泊
り
こ
ん
で
や
っ
た
も
の
で
あ

る
。
旦
那
衆
が
持
ち
回
り
で
火
の
用
心
を
訴
え
な
が
ら
回
る
落
語
の
『
二
番
煎
じ
』
に

同
じ
で
あ
る
。 

塔
影
と
は
寒
く
凍
て
つ
い
た
陰
。
寒
そ
う
な
風
景
で
あ
る
。 

  

風
邪
の
子
の
瞳
う
る
め
る
マ
ス
ク
哉 

読
み
＝
か
ぜ
の
こ
の 

ひ
と
み
う
る
め
る 

ま
す
く
か
な 

 
 

季
語
＝
風
邪
（
冬
）、
マ
ス
ク
（
冬
）
＝
季
重
ね 

昭
和
十
年
頃
の
境
川
で
風
邪
を
ひ
い
た
子
供
が
マ
ス
ク
を
し
て
い
た
、
と
い
う
の
は

一
寸
驚
き
で
あ
る
。
比
較
的
暮
し
向
き
の
良
い
家
の
女
の
子
か
。
風
邪
、
マ
ス
ク
と
季

語
が
重
な
っ
て
い
る
が
、
マ
ス
ク
が
主
で
あ
る
。
マ
ス
ク
に
持
っ
て
い
く
の
に
、
風
邪

の
子
の
、
と
単
純
に
詠
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
季
重
ね
で
あ
り
、
あ
ま
り
望
ま
し
く
は
無

い
と
思
う
。 

 

 

容
色
の
ま
だ
お
と
ろ
え
ぬ
マ
ス
ク
哉 

読
み
＝
よ
う
し
ょ
く
の 

ま
だ
お
と
ろ
え
ぬ 

ま
す
く
か
な 

 
 

季
語
＝
マ
ス
ク
（
冬
） 

こ
の
対
象
は
大
人
の
女
性
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
お
と
ろ
え
ぬ
と
言
っ
て
い
る
の
で
若
い

娘
で
は
な
い
。
学
校
の
同
僚
の
女
教
師
か
？
。 

二
十
三
、
四
の
若
者
が
こ
ん
な
句
を
披
露
し
た
ら
蛇
笏
先
生
に
も
受
け
た
で
あ
ろ
う
。

「
深
澤
君
、
ほ
り
ゃ
あ
、
誰
の
こ
ん
で
す
か
」
位
の
御
下
問
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

  

ど
こ
と
な
く
、 

 

『
労
咳
の
頬
美
し
や
冬
帽
子
／
餓
鬼
・
龍
之
介
』 

 

を
思
い
起
こ
さ
せ
る 

  

巻
頭
に
選
ば
れ
て
び
っ
く
り
し
た
句 

《
蛇
笏
主
催
の
俳
句
雑
誌
『
雲
母
』
の
巻
頭
句
に
選
ば
れ
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
名
誉
で
あ
る
。》 

 賎
機
や
寒
禽
翔
け
る
山
の
径 

読
み
＝
し
ず
は
た
や 

さ
む
ど
り
か
け
る 

や
ま
の
み
ち 

 
 

季
語
＝
寒
（
禽
）
＝
（
冬
） 

賎
機
は
普
通
名
詞
で
は
宗
教
的
な
特
殊
な
布
（
倭
文
＝
し
ず
り
）
を
織
る
機
（
織
機
）

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
が
境
川
に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
事
、
賎
機
を
強
い
切



れ
字
の
「
や
」
で
受
け
、
背
景
の
場
を
作
っ
て
い
る
事
か
ら
も
、
こ
の
句
は
お
そ
ら
く

静
岡
の
東
部
、
賎
機
山
に
遊
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
禽
は
鳥
類
の
総
称
。
こ
の
場
合

小
鳥
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
解
釈
は
前
書
が
何
も
な
い
こ
と
か
ら
一
寸
無
理
か
。 

 

 

境
川
で
の
作
と
す
る
と
、
全
国
に
散
在
し
、
山
梨
県
に
も
あ
る
機
織
り
の
神
様
、
倭

文
神
社
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
文
神
社
の
周
辺
に
は
間
違
い
な
く
機
織

り
集
団
が
あ
っ
た
そ
う
な
の
で
、
境
川
に
倭
文
神
社
が
あ
れ
ば
、
こ
の
謎
の
句
は
、
い

に
し
え
の
様
子
を
思
っ
て
の
句
と
し
て
簡
単
に
解
決
す
る
。 

 

そ
ん
な
に
難
し
く
考
え
な
く
て
も
単
に
ど
こ
か
か
ら
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
て
い
て
、

小
鳥
が
遊
ん
で
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
、
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
機
織
り
の
音
は
当

時
は
珍
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ま
、
こ
れ
が
正
解
か
も
し
れ
な
い
。 

  日
の
御
子
の
避
寒
に
お
わ
す
日
和
か
な 

読
み
＝
ひ
の
み
こ
の 

ひ
か
ん
に
お
わ
す 

ひ
よ
り
か
な 

 
 

季
語
＝
避
寒
（
冬
） 

日
の
御
子
と
は
天
照
大
神
の
御
子
、
即
ち
天
皇
陛
下
な
い
し
皇
太
子
殿
下
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
太
陽
の
恩
恵
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。 

日
和
か
な
と
結
ん
で
い
る
の
で
、
よ
く
晴
れ
て
風
も
無
い
暖
か
な
、
日
の
御
子
か
ら

賜
っ
た
よ
う
な
、
冬
の
日
そ
の
も
の
が
主
題
で
あ
る
。 

  

禍
事
の
去
り
た
る
焚
火
赤
々
と 

読
み
＝
わ
ざ
わ
い
の 

さ
り
た
る
た
き
び 

あ
か
あ
か
と 

 
 

季
語
＝
焚
火
（
冬
） 

ど
ん
な
禍
事
か
分
か
ら
な
い
が
、
村
人
が
大
勢
出
て
ひ
と
働
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
が
起
き
た
よ
う
で
あ
る
。
幸
い
、
事
は
片
が
付
き
、
興
奮
冷
め
や
ら
ぬ
村
人
が
焚

火
を
囲
ん
で
声
高
に
話
し
て
い
る
。
そ
ん
な
光
景
で
あ
る
。
山
村
の
百
姓
は
人
が
集
ま

る
と
、
季
節
を
問
わ
ず
兎
に
角
焚
火
を
す
る
。 

  
 
 

境
川
時
代
の
拾
遺 

桐
咲
い
て
夏
来
る
空
の
気
配
か
な 

読
み
＝
き
り
さ
い
て 

な
つ
く
る
そ
ら
の 

け
は
い
か
な 

 
 

季
語
＝
夏
来
る
（
夏
） 

黙
榮
に
は
季
語
を
複
数
含
む
句
が
多
い
。
師
の
蛇
笏
に
も
そ
う
い
う
句
が
多
い
と
さ

れ
て
い
る
の
で
研
究
の
結
果
、
真
似
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

季
語
を
複
数
含
む
句
は
主
題
が
散
漫
に
な
り
や
す
い
。
典
型
に
は
季
語
が
競
合
し
て

し
ま
い
、
主
題
が
別
れ
て
し
ま
う
季
重
ね
と
い
う
俳
句
の
禁
忌
が
あ
る
。 

季
重
ね
な
ん
て
気
に
し
な
く
て
良
い
、
と
い
う
流
儀
も
あ
る
が
、
晩
年
の
榮
助
＝
元

黙
榮
は
、
季
語
は
一
つ
が
俳
句
の
基
本
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
若
き
黙
栄
が
ど
う
考

え
て
い
た
か
は
判
ら
な
い
が
、
蛇
笏
主
宰
の
句
会
で
二
十
代
の
若
造
が
勝
手
な
作
句
を

す
る
訳
に
も
い
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
句
は
、
夏
来
る
、
が
主
題
＝
季
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
桐
咲
い
て
＝
桐
咲

く
、
も
強
力
な
夏
の
季
節
の
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
、
桐
の
花
、
は
季
語
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
が
、
桐
咲
く
、
は
季
語
で
は
無
い
。
桐
の
花
は
、
爽
や
か
な
夏
を
演
出
し
て

い
る
が
、
こ
の
句
で
は
脇
役
で
あ
る
。
と
断
言
す
る
が
、
実
は
迷
い
も
あ
る
。 

  

梅
雨
上
る
雲
の
こ
み
だ
れ
早
苗
植
う 

読
み
＝
つ
ゆ
あ
が
る 

く
も
の
こ
み
だ
れ 

さ
な
え
う
う 

 
 

季
語
＝
早
苗
（
夏
） 

こ
の
句
も
上
五
、
下
五
に
季
節
と
言
っ
て
良
い
言
葉
を
並
べ
、
さ
ら
に
中
七
に
も
雲

の
こ
み
だ
れ
、
も
季
語
と
言
っ
て
良
い
位
強
い
言
葉
を
置
い
て
、
季
語
が
三
つ
並
ん
で

い
る
感
が
あ
る
上
、
全
て
主
語+

述
語
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。 

何
を
詠
ん
だ
の
か
ち
ょ
っ
と
解
釈
に
迷
う
が
、
素
直
に
田
植
え
の
風
景
と
み
た
い
。

そ
う
思
え
ば
、
梅
雨
の
名
残
の
怪
し
げ
な
雲
の
下
で
の
田
植
え
の
風
景
が
浮
か
ん
で
く

る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
季
重
ね
の
悪
さ
が
出
て
い
る
と
批
判
も
で
き
る
句
だ
と
思
う
。 



更
に
悪
口
を
言
う
と
、
上
五
と
下
五
を
入
れ
替
え
て
も
句
の
体
裁
は
あ
ま
り
変
わ
ら

な
い
煙
管
句
で
あ
る
。
煙
管
句
は
黙
栄
に
は
珍
し
く
、『
槻
蔭
』
に
は
殆
ど
無
い
。 

 

早
苗
植
う
雲
の
こ
み
だ
れ
梅
雨
上
る 

 

梅
雨
上
る
は
双
六
の
上
る
と
同
じ
で
、
梅
雨
が
終
わ
る
＝
梅
雨
明
け
の
こ
と
。
梅
雨

が
明
け
て
か
ら
す
る
田
植
え
と
い
う
の
は
日
本
の
季
節
の
常
識
よ
り
は
る
か
に
遅
い
が
、

境
川
も
藤
井
田
圃
同
様
に
麦
と
の
二
毛
作
田
で
あ
る
の
で
麦
刈
り
後
の
田
植
え
と
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
麦
と
の
二
毛
作
の
無
く
な
っ
た
今
、
田
植
え
は
ど
こ
に
お
い
て
も
ず
っ

と
早
く
な
っ
て
い
る
。 

    
 
 

十
一
年
教
え
子
忽
然
と
逝
く
二
句 

 

雲
の
峯
笹
と
む
ら
い
の
行
き
に
け
り 

読
み
＝
く
も
の
み
ね 

さ
さ
と
む
ら
い
の 

い
き
に
け
り 

 
 

季
語
＝
雲
の
峰
（
夏
） 

笹
と
む
ら
い
、
と
い
う
の
は
あ
り
そ
う
な
言
葉
で
あ
る
が
、
何
の
出
典
で
ど
う
い
う

意
味
な
の
か
分
ら
な
い
。
笹
に
は
旅
関
連
で
使
っ
た
時
、
仮
の
と
い
う
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
で
、
永
訣
を
旅
と
見
立
て
、
大
人
の
様
な
本
式
で
は
無
い
淋
し
い
略
式
の
葬
式

と
云
う
よ
う
な
意
味
か
も
し
れ
な
い
。 

小
さ
な
棺
を
守
る
淋
し
い
葬
列
が
夏
の
雲
が
沸
く
山
道
を
行
く
光
景
で
あ
る
。 

  法
名
の
童
子
に
暑
き
夕
陽
光 

読
み
＝
ほ
う
み
ょ
う
の 

ど
う
じ
に
あ
つ
き 

ゆ
う
ひ
こ
う. 

 
 

季
語
＝
暑
き
（
夏
） 

子
供
の
仏
様
の
名
前
に
は
、
最
後
に
童
子
、
童
女
が
付
く
。
確
か
に
童
子
と
付
く
法

名
を
見
る
の
は
つ
ら
い
、
新
米
教
師
に
と
っ
て
そ
れ
が
教
え
子
と
な
る
と
な
お
悲
し
い
。 

 

黙
榮
は
、
葬
送
の
句
を
こ
の
後
で
も
四
回
、
第
一
句
を
非
常
に
高
い
調
子
、
第
二
句

を
静
か
な
調
子
の
二
句
ペ
ア
で
詠
ん
で
い
る
。 

 

『
雲
の
峯
笹
と
む
ら
い
の
行
き
に
け
り
』 

『
法
名
の
童
子
に
暑
き
夕
陽
光
』 

   
 
 

下
宿
の
隣
の
馬
死 

梅
雨
の
闇
灯
し
て
農
馬
病
み
に
け
り 

読
み
＝
つ
ゆ
の
や
み 

と
も
し
て
の
う
ば 

や
み
に
け
り 

 
 

季
語
＝
梅
雨
（
夏
） 

教
え
子
に
続
い
て
、
農
馬
の
死
で
あ
る
。
日
本
の
農
家
で
は
馬
は
家
族
の
一
員
で
、

馬
小
屋
も
母
屋
の
中
に
あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
夜
は
特
別
に
明
か
り
を

点
け
な
い
と
真
っ
暗
で
あ
っ
た
。
下
宿
の
隣
家
と
は
言
え
、
榮
助
が
馬
の
死
に
ま
で
つ

き
あ
う
義
理
は
な
い
が
、
物
見
高
く
見
物
に
い
っ
た
も
の
か
。 

  

石
和
四
日
市
場
に
須
田
文
誉
君
を
訪
れ
て
帰
り 

 

渡
し
舟
月
供
の
野
菜
載
せ
て
あ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
俳
句
三
代
集
入
選
句 

 

明
治
・
大
正
・
昭
和
） 

 

読
み
＝
わ
た
し
ぶ
ね 

げ
つ
ぐ
の
や
さ
い 

の
せ
て
あ
り 

 
 

季
語
＝
月
供 
ま
た
は 

月 

（
秋
） 

石
和
か
ら
境
川
へ
の
帰
り
道
で
の
渡
し
舟
で
渡
る
川
と
い
え
ば
笛
吹
川
で
あ
る
。
当



時
渡
し
舟
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

お
盆
の
供
持
＝
盆
供
は
季
語
で
あ
る
が
、
月
供
は
歳
時
記
に
は
無
く
、
大
き
な
国
語

辞
典
に
も
月
供
と
い
う
熟
語
は
無
い
。
月
見
と
供
物
を
組
み
合
わ
せ
た
黙
榮
の
造
語
と

思
わ
れ
る
が
、
仲
秋
の
名
月
へ
の
供
え
物
を
指
す
事
は
明
確
で
、
俳
句
三
代
集
の
選
者

も
そ
う
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
何
か
の
古
典
に
あ
る
言
葉
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
う
っ
か
り
そ
う
い
う
質
問
を
す
る
と
「
ほ
ん
な
こ
ん
も
知
ら
ん
だ
か
」
と

罵
倒
さ
れ
る
の
で
、
調
べ
も
せ
ず
う
か
つ
に
は
訊
け
な
い
。
こ
の
他
に
も
月
供
を
季
語

と
し
て
使
っ
た
句
が
あ
る
。 

 

須
田
文
誉
君
と
は
師
範
学
校
の
同
級
生
。
須
田
先
生
と
は
こ
の
後
も
ず
っ
と
親
交
を

続
け
た
。
我
が
家
に
も
よ
く
遊
び
に
来
て
、
昭
和
五
十
八
年
の
祖
父
好
平
の
葬
式
に
も

参
列
し
て
く
れ
た
。
呑
兵
衛
同
志
、
気
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

    
 
 

石
和
日
蓮
上
人
御
硯
の
井
戸 

《
御
硯
の
井
は
石
和
の
鵜
飼
山
遠
妙
寺
に
あ
る
日
蓮
上
人
が
杖
錫
で
穿
っ
た
井
戸
と

伝
え
ら
れ
る
。
鵜
飼
山
遠
妙
寺
は
謡
曲
『
鵜
飼
』
の
舞
台
と
さ
れ
る
名
刹
で
あ
る
。》 

  

行
雲
や
御
硯
の
井
に
秋
惜
し
む 

読
み
＝
こ
う
う
ん
や 

み
す
ず
り
の
い
に 

あ
き
お
し
む 

 
 

季
語
＝
秋
惜
し
む 

（
秋
） 

行
雲
は
流
れ
る
雲
。
行
雲
や
、
と
強
く
切
っ
て
雲
が
流
れ
る
空
の
風
景
を
置
き
、
そ

の
下
で
ゆ
く
秋
を
御
硯
の
井
に
思
っ
て
い
る
。
秋
惜
し
む
と
連
体
形
で
終
わ
っ
て
い
る

が
、
俳
句
の
公
式
通
り
、
秋
惜
し
み
、
と
連
用
形
で
終
わ
っ
た
方
が
良
い
と
思
う
の
だ

が
、
黙
栄
の
感
覚
で
は
惜
し
む
私
、
な
の
で
あ
ろ
う
。 

  

 
 
 

一
宮
へ
遠
足
国
分
寺
跡 

《
一
宮
国
分
寺
は
、
聖
武
天
皇
に
よ
り
、
天
平
年
間
に
全
国
に
建
て
ら
れ
た
国
分
寺

の
一
つ
で
現
在
も
そ
の
径
始
と
礎
石
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
場
所
は
中
央
高
速
の
釈

迦
堂
Ｐ
Ａ
の
そ
ば
、
境
川
か
ら
は
六
、
七
キ
ロ
も
あ
ろ
う
か
、
往
復
を
考
え
る
と
小
学

生
の
遠
足
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
距
離
で
あ
る
。
一
宮
の
現
在
は
、
自
称
日
本
一
の
桃

の
大
生
産
地
で
あ
る
。》 

  

梅
枝
垂
り
礎
石
の
柱
穴

ア

ナ

に
水
腐
つ
る 

読
み
＝
う
め
し
だ
り 

そ
せ
き
の
あ
な
に 

み
ず
ふ
つ
る 

 
 

季
語
＝
梅
（
春
） 

国
分
寺
跡
の
早
春
の
風
景
。
柱
の
跡
に
溜
ま
っ
た
澱
ん
だ
水
を
腐
る
（
ふ
つ
る
）
と
詠
ん

だ
と
こ
ろ
が
難
し
い
言
葉
が
好
き
な
黙
栄
ら
し
い
。 

 

  
 
 

小
黒
坂
所
見 

ず
く
を
追
う
童
に
梅
雨
幽
き
大
樹
か
げ 

読
み
＝
ず
く
を
お
う 

こ
に
つ
ゆ
く
ら
き 

た
い
じ
ゅ
か
げ 

季
語
＝
梅
雨
（
夏
） 

小
黒
坂
（
こ
ぐ
ろ
ざ
か
）
は
小
学
校
や
役
場
が
あ
る.

境
川
村
の
中
心
地
で
か
な
り
大

き
な
集
落
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
勿
論
都
会
で
は
な
い
。
傾
斜
地
で
坂
道
と
石
垣
が
多

い
場
所
で
あ
る
。
梅
雨
時
な
ら
昼
な
お
暗
い
大
樹
が
茂
り
、
餓
鬼
ど
も
は
み
み
ず
く
を

追
う
の
で
あ
る
。 

蛇
笏
山
廬
も
小
黒
坂
（
こ
ぐ
ろ
ざ
か
）
に
あ
る
。 

   



谷
わ
た
る
風
の
は
る
け
き
午
睡
か
な 

読
み
＝
た
に
わ
た
る 

か
ぜ
の
は
る
け
き 

ご
す
い
か
な 

季
語
＝
午
睡
（
夏
） 

『
風
の
は
る
け
き
』
が
利
い
て
い
る
。
直
接
に
び
ゅ
ん
び
ゅ
ん
当
た
る
風
で
は
な
く
、

ふ
と
忘
れ
た
頃
に
、
谷
を
わ
た
っ
て
ふ
わ
っ
と
吹
い
て
く
る
風
。
気
持
よ
さ
そ
う
な
昼

寝
の
風
景
で
あ
る
。 

   
 
 

別
れ
Ｋ
子
よ 

 

《
こ
の
Ｋ
子
な
る
女
性
に
つ
い
て
詳
し
く
聞
い
た
事
は
無
い
。
何
で
も
当
時
と
し
て

は
珍
し
い
陸
上
競
技
の
選
手
で
運
動
神
経
の
良
い
女
性
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
ど
こ

の
ど
な
た
で
、
ど
う
い
う
恋
で
、
何
故
別
れ
る
事
に
な
っ
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
八

十
年
の
時
の
彼
方
、
知
る
由
も
な
い
。》 

 

お
ぼ
ろ
夜
や
手
を
置
く
肩
の
ふ
く
よ
か
に 

読
み
＝
お
ぼ
ろ
や
や 

て
を
お
く
か
た
の 

ふ
く
よ
か
に 

季
語
＝
お
ぼ
ろ
夜
（
春
） 

 春
雨
の
中
凝
然
と
佇タ

つ
娘
な
り 

読
み
＝
は
る
さ
め
の 

な
か
じ
っ
と
た
つ 

む
す
め
な
り 

季
語
＝
春
雨
（
春
） 

 

凝
然
と
、
を
こ
こ
で
は
春
の
雨
の
柔
ら
か
さ
と
、
下
に
続
く
佇
つ
（
た
だ
づ
む
）
に

合
わ
せ
て
「
じ
っ
と
」
と
読
ん
だ
が
、
ぎ
ょ
う
ぜ
ん
と
、
と
読
ん
で
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
句
だ
け
だ
と
榮
助
に
分
が
あ
る
恋
の
終
わ
り
＝
別
れ
み
た
い
に
見
え
る
。 

 

親
の
成
就
し
な
か
っ
た
恋
の
話
と
い
う
の
は
子
と
し
て
は
か
な
り
複
雑
な
気
分
に
な

る
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 

昭
和
十
四
年
立
春
三
枝
市
治
郎
様
方 

下
宿
先 

《
下
宿
の
主
人
の
姓
、
三
枝(

さ
え
ぐ
さ)

は
甲
州
に
特
有
な
姓
の
一
つ
で
、
三
枝
さ
ん

に
会
っ
た
ら
、
甲
州
に
縁
が
無
い
か
聞
い
て
み
て
損
は
な
い
。
こ
の
三
枝
市
治
郎
氏
は

当
時
の
榮
助
か
ら
み
る
と
老
人
と
言
っ
て
良
い
年
頃
で
、
そ
の
奥
方
共
々
ち
ょ
い
と
わ

け
あ
り
の
夫
婦
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。》 

 

湯
殿
窓
寒
果
つ
月
の
ま
ど
か
な
る 

読
み
＝
ゆ
ど
の
ま
ど 

か
ん
は
つ
つ
き
の 

ま
ど
か
な
る 

季
語
＝
寒
果
つ
（
春
） 

 

寒
果
つ
、
と
い
う
成
句
で
の
季
語
は
無
い
が
，
寒
が
果
て
た
の
で
冬
は
終
り
で
、
立

春
で
あ
る
。
立
春
の
満
月
を
風
呂
か
ら
眺
め
る
、
風
流
で
あ
る
。 

 
 

  

昭
和
十
四
年
四
月
六
日
境
川
小
学
校
を
去
り
中
巨
摩
郡
野
之
瀬
小
学
校
へ 

春
雨
の
バ
ス
に
ゆ
が
め
る
旧
任
地 

読
み
＝
は
る
さ
め
の 

ば
す
に
ゆ
が
め
る 

き
ゅ
う
に
ん
ち 

季
語
＝
春
雨
（
春
） 

 

野
之
瀬
は
甲
府
盆
地
西
側
、
赤
石
山
脈
の
山
の
斜
面
に
か
か
っ
た
、
甲
州
で
人
が
住

め
る
土
地
の
西
の
端
に
あ
る
村
で
、
榮
助
の
生
母
、
茂
よ
じ
の
生
ま
れ
た
辺
り
に
近
い
。 

境
川
か
ら
野
之
瀬
に
直
接
行
く
バ
ス
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、
甲
府
を
経
由

し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
甲
府
か
ら
な
ら
左
後
方
に
雨
の
日
で
も
境
川
の
象
徴
、
坊

が
峰
が
見
え
た
と
思
わ
れ
る
。 

   



 
 

爾
後
句
友
な
き
ま
ま
終
戦
ま
で
句
作
を
絶
つ
。 

誠
に
残
念
な
が
ら
五
カ
年
の
空
白
あ
り
。 

そ
の
間
一
句
記
憶
に
と
ど
む 

 

《
野
之
瀬
か
ら
境
川
山
櫨
に
通
う
わ
け
に
も
い
か
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。》 

 

冴
え
か
え
る
茶
房
ひ
そ
け
く
暖
爐
な
る 

読
み
＝
さ
え
か
え
る 

さ
ぼ
う
ひ
そ
け
く 

だ
ん
ろ
な
る 

季
語
＝
冴
え
か
え
る
（
春
） 

冴
え
、
は
寒
さ
で
、
冴
え
か
え
る
と
は
、
春
に
寒
さ
が
ぶ
り
返
し
た
と
い
う
意
味
で
、

春
の
季
語
で
あ
る
。
寒
さ
が
ぶ
り
返
し
た
早
春
、
茶
店
の
暖
爐
＝
囲
炉
裏
に
火
が
チ
ロ

チ
ロ
と
燃
え
て
い
る
。 

  

 
 

拾
遺 

《
前
の
句
は
昭
和
十
四
年
の
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
四
句
は
、
拾
遺
と
し
て
昭
和

十
一
年
な
い
し
、
境
川
で
の
作
を
置
い
て
い
る
。
年
代
順
に
並
べ
直
す
事
も
考
え
た
が

黙
榮
の
意
あ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
た
。》 

 

  
 

昭
和
十
一
年
中
巨
摩
郡
榊
村
に
病
友
Ａ
先
生
を
訪
う 

 

《
中
巨
摩
郡
榊
村
は
釜
無
川
右
岸
、
甲
府
盆
地
を
囲
む
山
の
麓
の
村
。
境
川
村
か
ら

は
か
な
り
の
距
離
が
あ
り
、
榮
助
の
生
家
の
あ
る
落
合
村
に
は
比
較
的
近
い
。》 

 
 

 

雲
影
の
山
畑
を
ゆ
く
暮
春
か
な 

読
み
＝
う
ん
え
い
の 

や
ま
は
た
を
い
く 

ぼ
し
ゅ
ん
か
な 

季
語
＝
暮
春
（
春
） 

吹
く
風
が
気
持
ち
の
良
い
晴
れ
た
日
、
ち
ょ
っ
と
小
高
い
所
に
立
っ
て
目
の
下
の
風

景
を
眺
め
る
と
、
雲
の
影
が
そ
の
風
景
の
上
を
移
動
し
て
行
く
の
が
見
え
る
事
が
あ
る
。 

麗
ら
か
な
春
の
長
閑
な
風
景
で
あ
る
。 

  

笹
鳴
け
る
藪
の
こ
ぼ
れ
日
君
ぞ
棲
む 

読
み
＝
さ
さ
な
け
る 

や
ぶ
の
こ
ぼ
れ
び 

き
み
ぞ
す
む 

季
語
＝
笹
鳴
け
る
（
冬
） 

笹
鳴
き
、
は
冬
の
鶯
の
チ
チ
ッ
と
鳴
く
声
。
ま
だ
ホ
―
ホ
キ
ョ
と
鳴
け
な
い
の
だ
と

さ
れ
て
い
る
。
前
書
き
が
無
い
と
、
恋
の
詩
の
よ
う
に
も
見
え
る
。 

小
鳥
の
研
究
者
の
中
西
悟
堂
に
よ
る
と
甲
州
の
鶯
は
歌
が
上
手
だ
そ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
鶯
は
ま
だ
初
心
者
の
よ
う
で
あ
る
。 

  

宿
屙

ヨ
ク
ナ
ラ
ヌ

の
友
と
昼
餉
や
春
炬
燵 

読
み
＝
よ
く
な
ら
ぬ 

と
も
と
ひ
る
げ
や 

は
る
ご
た
つ 

季
語
＝
春
炬
燵
（
春
） 

『
宿
屙
の
』
を
よ
く
な
ら
ぬ
、
と
読
ん
だ
の
は
黙
栄
の
発
案
か
、
誰
か
の
入
れ
知
恵
か
、

と
に
か
く
凄
い
読
み
方
で
あ
る
。
そ
の
友
、
Ａ
先
生
が
幾
つ
位
の
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の

か
、
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
何
の
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

     



 
 

坊
ヶ
峰
に
て 

 
《
標
高
三
百
九
十
五
メ
ー
ト
ル
、
笛
吹
川
の
段
丘
に
突
き
出
し
た
地
形
の
坊
ヶ
峰
は

甲
府
盆
地
か
ら
境
川
を
認
識
す
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
る
。
坊
が
峰
に
立
つ
と
、
榮
助

の
故
郷
で
あ
る
落
合
村
は
、
釜
無
川
と
笛
吹
川
の
合
流
点
を
越
え
て
ほ
ぼ
真
西
に
あ
た

る
。
距
離
は
直
線
で
二
十
キ
ロ
位
か
。》 

 

故
郷
は
指
頭
遥
か
に
麦
の
秋 

読
み
＝
ふ
る
さ
と
は 

し
と
う
は
る
か
に 

む
ぎ
の
あ
き 

季
語
＝
麦
の
秋
（
夏
） 

境
川
を
含
ん
で
甲
府
盆
地
の
南
側
の
山
沿
い
は
現
在
は
大
果
樹
地
帯
で
、
麦
畑
は
無

い
が
、
当
時
は
水
田
も
二
毛
作
、
水
田
に
な
ら
な
い
畑
も
一
面
麦
を
作
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
大
麦
は
米
に
混
ぜ
て
米
の
節
約
（
米
か
べ
え
＝
米
庇
い
）。
小
麦
は
粉
に
し
て

お
ほ
う
と
う
、
い
ず
れ
に
し
て
も
米
の
代
用
で
あ
る
。 

    

昭
和
十
年
代
の
句
は
こ
こ
で
終
っ
て
い
る
。 

    

俳
句
の
並
び
は
、
昭
和
十
一
年
の
境
川
の
回
想
か
ら
い
き
な
り
昭
和
二
十
年
に
と
び
、

次
の
有
明
海
で
の
句
で
は
昭
和
二
十
年
の
晩
夏
、
二
人
の
子
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
間
の
、
昭
和
十
五
年
に
深
澤
榮
助
は
志
村
好
平
養
女
ゆ
り
と
結
婚
、
志
村
榮
助

に
な
っ
た
。 

  

 

 

そ
し
て
、 

長
男
泰
元
が
昭
和
十
七
年
、
次
男
謙
譲
が
昭
和
十
九
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。 

 



 

 
 

昭
和
十
九
年
秋
頃
の
撮
影
と
思
わ
れ
る
。 

榮
助
（
二
十
九
歳
） 

ゆ
り
（
二
十
八
歳
）
が
抱
い
て
い
る
の
は
長
男
泰
元
（
二
歳
） 

は
つ
（
五
十
二
歳
）
が
抱
い
て
い
る
の
が
次
男
謙
譲
（
一
歳
） 

   
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

昭
和
十
年
代 

終
り 


