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わ
か
竹
に
も
ず
と
ま
り
を
り
珍
し
き�

夏
の
す
が
た
を
け
ふ
見
つ
る
か
も�

牧�

水
　

　
牧
水
の
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
十
五
歌
集
『
黒
松
』
に
収
め
ら

れ
た
「
夏
日
雑
詠
」
七
首
の
う
ち
の
〈
夏
の
百も

ず
舌
鳥
〉
と
い
う
小

題
の
つ
い
た
三
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
普
通
の
大
き
さ
の
半

折
よ
り
も
十
セ
ン
チ
ほ
ど
幅
の
広
い
絹
本
に
丁
寧
に
書
か
れ
た
作

品
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
短
歌
の
初
出
は
、『
創
作
』
大
正
十
三

年
八
月
号
で
、
大
正
十
三
年
夏
の
作
で
あ
る
。
他
の
二
首
は
、

　
　�

夏
深
み
こ
の
ご
ろ
啼
か
ぬ
百
舌
鳥
の
鳥
ひ
そ
や
か
に
し
て
餌

を
あ
さ
る
あ
は
れ

　
　�

若
竹
の
小
枝
に
を
り
て
あ
ら
は
な
る
百
舌
鳥
見
つ
つ
お
も
ふ

雛
に
し
あ
る
ら
し

　
日
向
市
の
若
山
牧
水
記
念
文
学
館
の
伊
藤
一
彦
館
長
は
、『
命

の
砕
片
』
で
、「
わ
か
竹
に
も
ず
と
ま
り
を
り
・・・
」
の
短
歌
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

若
竹
は
今
年
竹
と
も
言
い
、
春
の
筍
が
皮
を
は
ぎ
な
が
ら
成
長

し
、
夏
に
入
っ
て
竹
ら
し
い
姿
に
な
っ
た
も
の
を
言
う
。
そ
の

　�

若
竹
に
早
く
も
秋
の
鳥
で
あ
る
百
舌
鳥
が

と
ま
っ
て
い
る
の
を
め
ず
ら
し
い
と
思
い

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
季
節
に
敏
感
だ
っ
た

牧
水
ら
し
い
作
で
あ
る
。
こ
の
百
舌
鳥
は

雛
鳥
だ
っ
た
ら
し
い
。

　
大
正
十
三
年
の
牧
水
は
、
三
月
八
日
に
長

男
旅
人
を
伴
い
、
長
崎
の
社
友
中
村
三
郎
の

追
悼
会
に
出
席
し
、
宮
崎
県
東
郷
町
坪
谷
の

生
家
へ
帰
郷
し
て
、
四
月
十
二
日
に
父
立
蔵

の
十
三
回
忌
法
要
を
営
ん
だ
。
そ
の
後
、
母
マ
キ
を
伴
っ
て
、
四

月
二
十
三
日
に
沼
津
へ
戻
っ
た
。
母
マ
キ
は
、
伊
豆
の
長
岡
、
船

原
、
吉
奈
の
各
温
泉
に
遊
び
、
一
ヶ
月
ほ
ど
沼
津
に
滞
在
し
て
坪

谷
へ
帰
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
牧
水
が
坪
谷
へ
帰
郷
し
て
い
る
間
に
、
沼
津
で
は
、

借
家
の
「
香
貫
の
家
」
を
家
主
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態

に
な
っ
て
い
た
。
牧
水
は
、
母
マ
キ
を
も
て
な
し
な
が
ら
、
新
た

な
借
家
探
し
に
奔
走
し
た
。
六
月
初
め
、
千
本
松
原
近
く
に
新
築

中
の
家
を
見
つ
け
て
借
り
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
七
月
初
め

に
次
女
真
木
子
が
肋
膜
炎
と
肺
炎
を
併
発
し
て
か
な
り
の
重
態
に

な
り
、
牧
水
は
妻
喜
志
子
と
二
人
で
昼
夜
の
区
別
な
く
看
病
を
し

た
。
そ
し
て
八
月
に
大
急
ぎ
で
引
っ
越
し
た
が
、
壁
の
上
塗
り
が

未
完
成
で
、
畳
も
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
し
か
も
、

部
屋
数
が
女
中
部
屋
を
除
い
て
三
間
し
か
な
く
、
そ
の
三
間
を
書

斎
、
編
へ
ん
し
ゅ
う
し
つ

輯
室
、
茶
の
間
な
ど
に
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

惨さ
ん

憺た
ん

た
る
気
持
ち
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
前
年
の
関
東
大
震
災

で
中
断
し
た「
揮
毫
頒
布
会
」の
再
開
な
ど
、
落
ち
着
か
な
い
日
々

が
続
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
、
牧
水
は
、
季
節
の
変

化
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
短
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
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『
黒
松
』
の
表
現
に
ふ
れ
て�

馬
　
場
　
あ
き
子

　
今
年
、
沼
津
牧
水
会
の
「
雛
の
歌
会
」
に
招
か
れ

た
の
は
三
月
十
三
日
だ
っ
た
。
そ
の
帰
り
に
林
茂
樹

さ
ん
の
案
内
す
る
車
で
久
し
ぶ
り
に
牧
水
記
念
館
に

寄
せ
て
頂
い
た
。
コ
ロ
ナ
籠
り
が
つ
づ
い
て
い
た
私

に
と
っ
て
、
記
念
館
へ
と
向
か
う
黒
松
林
の
道
は
何

に
も
た
と
え
が
た
い
清
涼
感
を
も
っ
た
風
土
の
も
て

な
し
だ
っ
た
。
こ
の
先
に
は
千
本
松
原
が
広
が
る
の

だ
と
思
う
と
、
い
や
で
も
牧
水
の
晩
年
へ
の
思
い
が

湧
き
あ
が
る
。

　
牧
水
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
は
、
そ
の
人
生
の
変

転
に
し
た
が
い
微
妙
な
変
化
を
み
せ
つ
つ
魅
力
的
だ
。

旅
の
歌
人
と
い
わ
れ
る
牧
水
の
前
に
現
れ
る
自
然
は
、

移
動
に
と
も
な
う
地
域
の
変
化
の
ま
ま
に
、
自
然
と

と
も
に
あ
る
人
々
の
く
ら
し
や
、
人
情
味
を
含
み
、

自
然
に
抱
か
れ
、
自
然
に
ま
み
れ
て
生
き
る
く
ら
し

の
や
さ
し
さ
に
充
分
み
た
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
黒
松
の
林
の
道
を
抜
け
な
が
ら
思
う

四
十
代
に
入
っ
た
牧
水
の
自
然
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

没
後
、
遺
歌
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
黒
松
』
に
あ

る
自
然
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
牧
水
の
方
が
自
然

の
姿
に
眼
を
近
づ
け
て
う
た
っ
て
い
る
面
白
さ
が
あ

る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
従
来
に
な
い
表
現
の
魅
力
も

生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
沼
津
千
本
松
原
」
の

一
連
を
み
よ
う
。

楽
し
げ
の
鳥
の
さ
ま
か
も
羽
根
に
腹
に
白
々
と

冬
日
あ
び
て
あ
そ
べ
る

茂
り
あ
ふ
松
の
葉
か
げ
に
こ
も
り
た
る
日
ざ
し

は
冬
の
む
ら
さ
き
に
し
て

鵯ひ
よ

の
鳥
な
き
か
は
し
た
る
松
原
の
下
草
は
枯
れ

て
み
そ
さ
ざ
い
の
声

時
雨
す
ぎ
し
松
の
林
の
下
草
に
な
び
き
ま
つ
は

れ
る
冬
の
日
の
靄も
や

こ
の
森
の
木
々
に
実
ぞ
あ
る
実
を
啄は

む
と
群
れ

た
る
鳥
の
啼
く
音ね

こ
も
れ
り

　
千
本
松
原
に
は
雑
木
ま
じ
り
の
奥
の
深
さ
が
あ
り
、

そ
こ
は
小

し
ょ
う

禽き
ん

た
ち
の
楽
園
で
あ
る
。
五
首
目
を
み
る

と
「
こ
の
森
の
木
々
に
実
ぞ
あ
る
」
と
い
う
。
い
ろ

い
ろ
な
雑
木
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
を
つ
け
て
い
る
の

だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
木
の
実
を
好
む
さ
ま
ざ

ま
な
鳥
の
声
が
満
足
そ
う
な
鳴
き
声
を
籠
り
声
に
発

し
な
が
ら
群
れ
て
い
る
。
争
わ
ず
好
み
を
分
け
合
っ

て
い
る
和
合
の
声
で
あ
る
。「
木
々
に
実
ぞ
あ
る
」

は
さ
り
げ
な
い
表
現
だ
が
、
森
の
木
と
鳥
の
関
係
を

知
る
牧
水
で
な
け
れ
ば
出
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
三
首
目
に
も
注
目
す
る
。
秋
の
う
ち
松
原
の

梢
々
を
飛
び
ま
わ
っ
て
鳴
き
交
わ
し
て
い
た
鵯ひ
よ

鳥ど
り

の

声
が
い
つ
し
か
消
え
て
、
下
草
は
枯
れ
、
冬
鳥
の
季

節
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
小
さ
い
小
さ
い
み
そ

さ
ざ
い
が
、
そ
の
下
草
の
土
に
こ
ぼ
れ
た
小
さ
な
実

な
ど
を
啄
み
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

牧
水
は
こ
の
頃
、
穏
や
か
な
冬
日
ざ
し
の
微
妙
さ
に

注
目
し
、
表
現
に
も
努
力
し
て
い
る
。

　
第
二
首
で
は
繁
り
松
に
籠
る
日
ざ
し
を
「
冬
の
む

ら
さ
き
」
と
、
冬
に
し
か
な
い
色
と
し
て
表
現
し
て

い
る
が
、
他
の
場
面
で
も
冬
日
の
独
特
の
明
る
い
温

気
を
注
視
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
も
う
た
っ
て
い
る
。

庭
木
々
の
落
葉
し
は
て
し
の
み
に
あ
ら
ぬ
ほ
の

明
る
さ
を
冬
は
持
つ
な
る

冬
が
持
つ
こ
の
明
る
さ
は
揺
れ
ず
移
ら
ず
た
だ

ひ
と
と
こ
ろ
に
籠
る
明
る
さ

　
穏
や
か
な
冬
日
ざ
し
の
魅
力
は
、
単
に
落
葉
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
空
間
の
明
る
み
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
ふ
し
ぎ
な
ぬ
く
も
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

冬
の
み
に
あ
る
ぬ
く
も
り
こ
そ
「
揺
れ
ず
移
ら
ず
た

だ
ひ
と
と
こ
ろ
に
籠
る
明
る
さ
」
が
内
包
す
る
も
の

な
の
で
あ
り
、
冬
の
「
ほ
の
明
る
さ
」
で
あ
り
、
そ
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の
陰
影
と
し
て
の
「
冬
の
む
ら
さ
き
」
な
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
こ
と
に
執
し
ゅ
う

し
、
言
葉
を
足
り

る
だ
け
足
し
て
自
分
の
感
じ
に
近
い
表
現
を
探
ろ
う

と
す
る
執
着
が
、
旅
の
自
然
を
詠
む
時
の
歌
と
は
ち

ょ
っ
と
ち
が
っ
た
方
法
を
生
ん
で
い
る
の
を
み
る
。

　
千
本
松
原
の
歌
と
し
て
あ
げ
た
第
一
首

に
目
を
戻
す
と
、「
楽
し
げ
の
鳥
の
さ
ま

か
も
羽
根
に
腹
に
白
々
と
冬
日
あ
び
て
あ

そ
べ
る
」
と
い
う
。
こ
の
「
羽
根
に
腹
に

白
々
と
冬
日
あ
び
て
」
と
い
う
あ
た
り
は
、

腹
の
白
い
小
禽
が
喜
々
と
身
を
こ
ま
や
か

に
飜
ひ
る
が
えし

つ
つ
遊
ん
で
い
る
動
き
が
見
え
る

よ
う
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
も
は
じ
め
に
あ
げ
た
第
四
首
目
の

歌
だ
が
、「
時
雨
す
ぎ
し
松
の
林
の
下
草

に
な
び
き
ま
つ
は
れ
る
冬
の
日
の
靄
」
と

い
う
。
そ
の
下
句
に
注
目
し
た
い
。「
下

草
」
は
樹
木
の
裾
に
叢
く
さ
む
らを
な
し
て
い
る
雑

草
で
よ
く
目
に
し
て
い
る
風
景
だ
が
、
そ

の
下
草
に
這
い
寄
る
よ
う
に
迫
る
靄
の
す

が
た
を
丁
寧
に
う
た
っ
て
い
る
。「
な
び

き
ま
つ
は
れ
る
」
は
、
ゆ
る
く
低
く
動
く

靄
の
動
き
で
あ
る
。
霧
は
立
ち
の
ぼ
る
も

の
だ
が
、
靄
は
低
く
ま
つ
わ
る
動
き
を
す

る
。
下
草
の
茂
み
に
ゆ
っ
く
り
と
な
び
き

寄
る
よ
う
に
這
い
ま
つ
わ
る
靄
の
動
き
は

微
妙
で
あ
る
。
牧
水
は
こ
の
靄
の
動
き
を
面
白
く
思

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
な
び
き
」「
ま
つ
わ
る
」
と

い
う
感
覚
的
な
二
倍
の
連
鎖
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
情

緒
の
力
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

写
実
と
は
別
の
動
的
表
現
で
あ
る
。

　
ゆ
っ
く
り
見
て
ゆ
く
と
『
黒
松
』
の
自
然
は
ま
だ

ま
だ
面
白
い
。

わ
が
袖
の
触
れ
つ
つ
落
つ
る
路
ば
た
の
薄
す
す
き

の
霜

は
音
立
て
に
け
り

黒
松
の
老お
い

木き

の
う
れ
ぞ
静
か
な
る
風
吹
け
ば
吹

き
雨
ふ
れ
ば
降
り

茂
り
あ
ひ
て
か
た
み
に
木
々
が
落
し
た
る
木こ

洩も
れ

日び

匂
ひ
け
ふ
は
元
日

曙
の
も
の
の
し
め
り
の
深
け
れ
ば
芽
ぶ
け
る

木
々
の
立
ち
て
静
け
き

　
は
じ
め
の
歌
は
寒
さ
の
き
び
し
い
霜
の
朝
の
こ
と

だ
。
枯
れ
す
す
き
も
白
い
霜
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
す
す
き
に
袖
触
れ
る
と
ぱ
ら
ぱ
ら
と
落
ち
散
る

霜
の
音
が
し
た
と
い
う
。「
薄
の
霜
は
」
と
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
な
が
ら
「
音
た
て
に
け
り
」
と
結
ば

れ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
大
き
な
音
の
よ
う
に
き
こ

え
る
が
、
牧
水
は
軽
く
か
わ
い
た
霜
の
粒
の
音
を
面

白
く
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
表
現
と
し

て
は
結
句
に
据
え
ら
れ
る
と
異
様
感
が
生
れ
、
き
び

し
い
寒
気
の
面
白
さ
と
な
っ
て
く
る
の
だ
。

　
二
首
目
の
歌
は
剛ご
う

毅き

な
黒
松
の
老
木
の
表
情
だ
が
、

晩
年
の
牧
水
は
こ
と
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
の
た

た
ず
ま
い
の
根
本
に
「
静
か
」
な
底
力
を
感
受
す
る

よ
ろ
こ
び
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
歌
も
掛
り

結
び
の
三
句
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
強
い
断
言
の
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［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
ば
ば
　
あ
き
こ

　
歌
人
、
評
論
家
。
昭
和
三
年
東
京
都
生
ま
れ
。
昭
和
二
十
二

年
「
ま
ひ
る
野
」
入
会
、
窪
田
章
一
郎
に
師
事
。
ま
た
、
喜
多

流
宗
家
に
入
門
。
日
本
女
子
専
門
学
校
（
現�

昭
和
女
子
大
）
卒
。

中
学
校･

高
等
学
校
教
員
を
経
験
。
同
五
十
三
年
「
か
り
ん
」

創
刊
、
以
後
ず
っ
と
発
行
。
古
典
や
能
に
対
す
る
造
詣
が
深
く
、

新
作
能
の
制
作
も
行
っ
て
い
る
。
同
五
十
五
年
、
朝
日
歌
壇
の

選
者
と
な
り
現
在
も
続
け
て
い
る
。

　
歌
集
に
『
早
笛
』『
無
限
花
序
』『
桜
花
伝
承
』『
葡
萄
唐
草
』

『
月
華
の
節
』『
阿
古
父
』『
飛
種
』『
鶴
か
へ
ら
ず
』『
舟
の
や

う
な
葉
』『
記
憶
の
森
の
時
間
』
等
が
あ
る
。

　
評
論
に
『
式
子
内
親
王
』『
鬼
の
研
究
』『
修
羅
と
艶
　
能
の

深
層
美
』『
歌
枕
を
た
ず
ね
て
』『
和
泉
式
部
』『
風
姿
花
伝
』『
歌

説
話
の
世
界
』
等
が
あ
る
。

　
迢
空
賞
、
詩
歌
文
学
館
賞
、
読
売
文
学
賞
、
毎
日
芸
術
賞
、

朝
日
賞
、
紫
式
部
文
学
賞
、
前
川
佐
美
雄
賞
等
を
受
賞
さ
れ
、

紫
綬
褒
章
、
旭
日
中
綬
章
を
受
章
さ
れ
て
い
る
。

　
本
年
三
月
に
開
催
し
た
第
三
十
三
回
「
雛
の
歌
会
」
に
、
講

師
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
た
。

ひ
び
き
を
も
つ
。
そ
し
て
下
句
が
独
特
だ
。
ふ
つ
う

こ
う
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
「
風
吹
か
ば
吹
け
雨
降
ら
ば

降
れ
」
と
仮
定
形
で
使
わ
れ
る
の
が
普
通
だ
が
、
牧

水
の
下
句
で
は
仮
定
の
条
件
で
は
な
い
。
少
し
異
様

な
語
法
だ
が
、
風
は
吹
い
て
い
る
。
雨
も
降
っ
て
い

る
。
そ
う
し
た
現
実
の
条
件
を
す
べ
て
受
け
入
れ
て

黒
松
の
梢
は
び
く
と
も
せ
ず
、
し
か
も
鎮ち
ん

静せ
い

な
表
情

を
変
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
も
う
一
つ
、
四
首
目
の
「
静
け
き
」
木

の
た
た
ず
ま
い
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
曙
」
と
い

う
時
刻
の
条
件
が
つ
く
。
春
で
あ
る
。
春
し
ゅ
ん

暁ぎ
ょ
うの

豊
か

な
し
め
り

0

0

0

気
は
大
地
を
う
る
お
し
、
木
々
を
う
る
お

す
。
そ
の
た
っ
ぷ
り
し
た
生
気
の
中
で
芽
吹
く
木
々

が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
伸
び
る
そ
の

生
命
力
の
静
か
な
気
配
を
「
静
け

き
」
と
結
ん
で
い
る
。「
新
鮮
」

で
も
な
く
「
き
ら
き
ら
し
さ
」
で

も
な
く
、「
し
め
り
の
深
け
れ
ば
」

と
い
う
恵
み
を
受
け
て
地
に
立
つ

木
の
「
静
け
き
」
表
情
に
、
牧
水

は
言
い
が
た
い
ほ
ど
の
信
頼
を
寄

せ
て
い
る
の
だ
。

　
言
い
残
し
た
三
首
目
の
歌
は
面

白
い
歌
だ
。
木
々
は
茂
り
合
っ
て

枝
葉
を
密
に
交
え
あ
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
「
か
た
み
に
木
々

が
落
し
た
る
木
洩
日
」
が
あ
る
。
木
々
が
葉
を
落
す

の
で
は
な
く
、
木
々
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
く
り
出
し
た

木
洩
日
を
落
し
て
い
る
の
だ
。
擬
人
表
現
を
用
い
た

や
さ
し
さ
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
と
い
う
や
さ

し
く
穏お
だ

し
い
景
と
な
っ
た
こ
と
か
。
そ
れ
を
い
と
し

く
見
つ
め
て
い
る
牧
水
の
気
分
に
、「
匂
」
う
と
い

う
言
葉
が
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
匂
」
う
と
は

単
一
の
美
意
識
で
は
な
い
。
元
日
と
い
う
特
別
な
日

の
気
分
と
、
木
々
の
「
か
た
み
（
互
い
）」
の
営
為

を
思
う
牧
水
の
心
と
が
混
交
し
あ
っ
て
生
ま
れ
た
馥ふ
く

郁い
く

と
し
た
気
分
な
の
だ
。

　『
黒
松
』
の
自
然
は
ひ
と
味
ち
が
っ
た
魅
力
を
も

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『黒松』の口絵に使われた最後の旅姿（昭和３年５月）


