
一
五

久
保
田
村
新
井
家
に
縁
の
あ
る
俳
人
た
ち
│
そ
の
一
│
︵
針
谷
︶

������

は
じ
め
に

　

吉
見
町
久
保
田
の
新
井
康
夫
氏
か
ら
約
三
万
点
の
文
書
が
埼
玉
県
立
文
書
館
に

寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
多
量
の
俳
諧
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、

従
来
か
ら
埼
玉
俳
諧
史
研
究
会
を
主
宰
さ
れ
て
い
る
小
林
甲
子
男
氏
に
よ
る
研
究

で
知
ら
れ
て
い
た
。
現
在
、
平
成
二
十
三
年
度
末
の
目
録
刊
行
を
期
し
て
整
理
作

業
を
進
め
て
い
る
が
、
孤
柳
園
山
童
あ
る
い
は
保
積
太
郎
兵
衛
正
諶
と
い
う
名
前

の
筆
者
に
よ
る
写
本
が
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
た
。
俳
諧
関
係
の
書
籍
の
写
本

な
ら
ば
、
存
在
し
て
い
る
理
由
も
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
が
、
全
く
俳
諧
と
は
無

関
係
の
本
の
写
本
な
の
で
、
理
由
を
図
り
か
ね
て
い
た
。
保
積
家
に
残
さ
れ
て
い

る
分
に
は
何
も
問
題
が
な
い
が
、
い
く
ら
娘
が
嫁
い
だ
と
は
い
え
、
新
井
家
の
蔵

書
中
に
他
人
の
写
し
た
本
が
大
量
に
あ
る
の
か
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
冊
の
写
本
の
存
在
に
気
が
つ
い
た
。
﹃
孤
柳
園
追
悼
﹄
︵
新
井
侊
家
文
書

七
八
一
二
︶
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
お
り
、
句
集
発
行
の
最
多
要
因
で
あ
る

故
人
の
追
善
・
追
悼
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
筆
者
は
、
明
記
さ

れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
独
特
な
筆
遣
い
か
ら
新
井
家
七
代
目
の
当
主
で
あ
っ
た

宇
左
衛
門
堯
知
と
推
定
さ
れ
る
。
一
般
的
に
、
句
集
は
故
人
の
業
績
を
顕
彰
す
る

た
め
に
、
一
定
部
数
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
、

写
本
の
追
悼
句
集
の
存
在
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
山
童
は
東
武
獅
子
門
に
属
し

て
い
た
俳
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
東
武
獅
子
門
と
く
に
玄
武
坊
白
山
老
人
の
系
統

で
は
、
他
の
流
派
と
は
異
な
り
、
追
悼
句
集
や
追
善
句
集
を
刊
本
の
形
で
は
出
さ

な
か
っ
た
よ
う
で
、
代
表
を
つ
と
め
て
い
た
玄
武
老
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
も
門

弟
達
が
追
悼
句
集
を
編
纂
し
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
流
派
で
は
、
各
務
支

考
以
来
の
伝
統
で
あ
る
﹁
墨
直
し
﹂
と
い
う
行
事
に
関
連
し
た
﹁
墨
直
集
﹂
を
毎

年
刊
行
す
る
こ
と
に
力
が
入
れ
ら
れ
、
俳
人
の
死
と
い
う
事
実
は
句
集
の
刊
行
動

機
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
玄
武
老
人
の
死
を
看
取
っ
た
鏡
裏
坊

野
松
が
文
化
十
一
年
に
亡
く
な
っ
た
と
き
や
尚
友
坊
桃
宜
が
天
保
五
年
に
死
亡
し

た
時
も
刊
本
で
は
な
く
、
写
本
の
追
悼
句
集
し
か
作
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

俳
諧
書
や
句
集
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
俳
諧
資
料
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
三
本
指

に
入
る
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
、
東
大
図
書
館
洒
竹
・
竹
令
文
庫
、
伊
丹
市
の
財

団
法
人
柿
衛
文
庫
の
蔵
書
目
録
を
見
て
も
、
孤
柳
園
山
童
の
刊
行
さ
れ
た
追
悼
句

集
ら
し
き
も
の
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
埼
玉
県
域
の
俳
諧
資
料
を
発
掘
さ
れ
、

丹
念
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
小
林
甲
子
男
氏
の
著
作
に
﹃
さ
い
た
ま
俳
諧
史
の
人
び

久
保
田
村
新
井
家
に
縁
の
あ
る
俳
人
た
ち
│
そ
の
一
│

│
孤
柳
園
山
童
と
鏡
裏
坊
野
松
│

　

針　

谷　

浩　
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一
六

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

と
﹄
︵
さ
き
た
ま
出
版
会
、
一
九
九
一
年
︶
が
あ
り
、
そ
の
中
に
﹁
奇
妙
な
二
人

連
れ
の
俳
人　

山
蛍
・
山
童
﹂
と
い
う
節
が
あ
る
が
、
山
蛍
・
山
童
と
も
追
悼
句

集
の
話
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の
な
か
の
一
人
で
あ
る
山
童
こ
と
保
積
太
郎
兵

衛
正
諶
︵
俳
号　

孤
柳
園
山
童
︶
と
彼
の
娘
の
長
男
す
な
わ
ち
孫
に
な
る
新
井
宇

左
衛
門
︵
俳
号　

鏡
裏
坊
野
松
︶
で
あ
る
。
山
童
に
つ
い
て
は
、
母
親
の
弟
で
あ

る
山
蛍
こ
と
岡
本
佐
七
郎
吉
品
と
の
関
係
ば
か
り
が
今
ま
で
は
注
目
さ
れ
て
き
た

が
、
東
武
獅
子
門
白
山
派
の
代
表
的
な
俳
人
で
も
あ
っ
た
野
松
こ
と
新
井
宇
左
衛

門
と
の
祖
父
・
孫
の
関
係
も
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
、
保
積
家
は
比
企
郡
竹
本
村
︵
現
鳩
山
町
︶
で
ま
る
久
と
い
う
酒

屋
を
営
ん
で
お
り
、
新
井
家
は
代
々
横
見
郡
久
保
田
村
︵
現
吉
見
町
︶
で
名
主
を

つ
と
め
て
い
た
。
保
積
家
か
ら
新
井
家
へ
は
二
代
に
わ
た
っ
て
嫁
入
り
が
な
さ
れ

て
お
り
︵
新
井
家
五
代
義
忠
の
妻
り
つ
と
六
代
興
勝
の
妻
て
う
の
二
人
︶、
両
家

は
か
な
り
近
い
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
両
家
の
あ
い
だ
の
ゆ
き
き
は

な
い
と
新
井
康
夫
氏
は
言
っ
て
い
る
。

一　

孤
柳
園
山
童
に
つ
い
て

　

孤
柳
園
山
童
こ
と
保
積
太
郎
兵
衛
正
諶
は
、
寛
政
七
年
︵
一
七
九
五
︶
臘
月

︵
陰
暦
十
二
月
︶
八
日
に
七
十
五
才
で
亡
く
な
り
、
保
積
家
の
歴
代
が
葬
ら
れ
て

い
る
墓
地
に
墓
が
あ
り
、
円
形
の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
法
名
は
、﹁
光
聚
院

明
言
祖
真
居
士
﹂
と
い
い
、
字
は
素
心
、
号
を
虎
洞
と
付
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
没
年
か
ら
逆
算
す
る
と
、
山
童
は
享
保
五
年
︵
一
七
二
〇
︶
に
父
保
積
太

郎
兵
衛
正
喜
、
母
よ
し
の
子
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
よ
し

は
下
古
寺
村
で
名
主
を
勤
め
て
い
た
岡
本
平
兵
衛
吉
房
の
娘
で
、
弟
に
山
蛍
と
い

う
俳
号
を
持
つ
佐
七
郎
吉
品
が
い
た
。
後
に
、
叔
父
・
甥
コ
ン
ビ
で
常
に
二
人
で

行
動
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
父
親
で
あ
る
正
喜
も
太
郎
兵
衛
を

名
乗
っ
て
お
り
、
二
代
に
わ
た
っ
て
保
積
家
に
は
太
郎
兵
衛
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

生
家
は
酒
屋
を
営
ん
で
い
た
の
で
、
山
童
は
﹁
酒
屋
の
素
心
様
﹂
と
い
う
愛
称
で

親
し
ま
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
保
積
家
は
二
回
火
災
に
遭
っ
て
い
る
の
で
、
古
文

書
の
類
は
全
く
残
っ
て
お
ら
ず
、
山
童
が
得
意
に
し
て
い
た
書
の
作
品
や
俳
句
の

草
稿
・
短
冊
等
は
皆
無
な
の
で
、
事
績
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。

　

入
門
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
山
童
は
、
叔
父
の
山
蛍
と

と
も
に
、
伊
勢
派
の
俳
人
で
あ
る
守
墨
庵
佐
久
間
柳
居
の
門
弟
と
な
っ
た
。
柳
居

は
本
名
を
佐
久
間
三
郎
左
衛
門
長
利
と
い
い
、
本
所
石
原
に
住
ん
で
い
た
旗
本
で
、

椿
子
・
長
水
・
麦
阿
・
眠
柳
・
落
霞
窓
・
松
籟
庵
・
鷗
心
亭
・
抱
山
宇
・
守
墨
庵

な
ど
多
く
の
俳
号
を
持
っ
て
い
た
。
山
童
の
孤
柳
園
と
い
う
号
も
師
匠
の
名
前
か

ら
柳
の
一
字
を
と
っ
て
付
け
た
可
能
性
も
あ
る
。

  

岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
国
書
総
目
録
﹄
の
著
者
別
索
引
に
よ
れ
ば
、
孤

柳
園
・
山
童
と
い
う
名
前
の
著
者
は
い
な
い
の
で
、
俳
諧
を
生
業
と
し
て
生
活
し

て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
春
秋
庵
二
世
を
嗣
い
だ
常
世
田
長
翠
の
よ

う
に
諸
国
を
放
浪
し
て
各
地
の
門
人
を
訪
ね
歩
い
て
、
添
削
を
し
な
が
ら
生
活
費

を
無
心
し
て
い
た
業
俳
と
呼
ば
れ
た
俳
人
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
地
元
で

あ
る
竹
本
村
に
居
を
構
え
、
い
つ
も
は
酒
屋
の
主
人
と
し
て
の
商
売
に
精
を
出
し

─ 　 ─73



一
七

久
保
田
村
新
井
家
に
縁
の
あ
る
俳
人
た
ち
│
そ
の
一
│
︵
針
谷
︶

て
、
折
を
見
て
叔
父
の
山
蛍
と
一
緒
に
旅
を
す
る
と
い
う
、
典
型
的
な
在
の
俳
人

の
生
活
が
垣
間
見
え
て
く
る
。
他
人
が
編
集
し
た
句
集
に
は
時
々
名
前
が
見
ら
れ

る
の
で
、
投
句
を
し
た
り
、
依
頼
を
受
け
て
作
句
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
句
集

の
編
者
と
し
て
、
書
肆
と
の
折
衝
な
ど
を
自
分
で
積
極
的
に
行
う
な
ど
の
主
体
性

は
無
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
叔
父
の
山
蛍
が
天
明
四
年
︵
一
七
八
四
︶
十
一

月
七
日
に
亡
く
な
っ
た
時
に
も
追
善
句
集
﹁
追
善
枝
の
霜
﹂
を
編
集
し
た
の
は
、

南
栄
舎
燕
山
で
あ
り
、
山
童
で
は
な
か
っ
た
。

二　

鏡
裏
坊
野
松
に
つ
い
て

　

山
童
の
妹
の
﹁
り
つ
﹂
が
久
保
田
村
の
新
井
家
五
代
目
の
当
主
で
あ
る
久
太
夫

義
忠
︵
始
め
、
佐
久
間
柳
居
の
門
下
で
あ
っ
た
が
、
後
に
東
武
獅
子
門
白
山
派
に

移
籍
し
た
俳
人
で
、
市
桃
と
号
し
、
交
時
庵
と
い
う
庵
号
を
持
っ
て
い
た
︶
の
許

に
嫁
に
行
き
、
正
徳
三
年
に
生
ま
れ
た
の
が
六
代
目
当
主
の
八
郎
右
衛
門
興
勝
で

あ
る
。
興
勝
は
、
父
の
市
桃
や
義
父
に
な
る
山
童
と
同
じ
く
佐
久
間
柳
居
の
門
下

の
俳
人
で
あ
り
、
翅
紅
と
い
う
俳
号
を
持
っ
て
い
た
。
翅
紅
は
、
山
童
の
嫡
女
で

あ
っ
た
﹁
て
う
﹂
を
嫁
に
迎
え
た
の
で
、
新
井
家
は
保
積
家
か
ら
二
代
に
わ
た
っ

て
娘
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
。
興
勝
の
も
と
に
嫁
に
来
た
﹁
て
う
﹂
は
、
元
文

三
年
︵
一
七
三
八
︶
に
長
男
を
産
ん
で
い
る
。
こ
の
子
が
、
新
井
家
七
代
目
の
当

主
の
宇
左
衛
門
堯
知
で
、
後
に
東
武
獅
子
門
白
山
派
の
代
表
的
俳
人
と
し
て
も
有

名
に
な
る
鏡
裏
坊
野
松
で
あ
る
。
新
井
家
は
、
代
々
久
保
田
村
の
名
主
を
勤
め
て

い
た
家
柄
で
あ
っ
た
た
め
に
、
野
松
も
長
男
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
俳
句
は
生
業

で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
余
技
で
あ
っ
た
。
父
親
の
翅
紅
は
守
墨
庵
柳
居
の
門
人
で

あ
っ
た
が
、
野
松
も
始
め
か
ら
玄
武
坊
に
師
事
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
野
松
が
地
域
の
他
の
仲
間
と
と
も
に
正
式
に
東
武
獅
子
門
に
入
門
し
た
の

は
宝
暦
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宝
暦
元
年
に
神
谷
玄
武
坊
が
白
山
下
に
居
所
を

定
め
て
か
ら
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
野
松
が
こ
の
間
俳
句
作
り
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
は
父
や
山
蛍
・
山
童
と
同
様
に
柳
居
の
門

弟
と
し
て
行
動
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
翅
紅
は
、
代
官
菅
沼
氏

に
従
っ
て
肥
前
長
崎
で
勤
務
に
つ
い
て
い
た
が
、
帰
国
し
て
早
々
の
宝
暦
五
年

︵
一
七
五
五
︶
七
月
十
四
日
に
四
十
二
才
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
重
し
が
取
れ

た
よ
う
に
、
父
親
の
死
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
野
松
は
句
作
に
没
頭
し
始
め
る
よ

う
に
な
る
。
た
だ
し
、
句
集
を
編
纂
し
て
刊
行
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
に
、﹁
月

並
草
稿
﹂
と
い
う
形
で
、
読
み
た
め
た
句
を
記
録
し
て
い
る
。
﹁
月
並
草
稿
﹂
は

三
个
月
ぐ
ら
い
の
期
間
に
作
っ
た
も
の
を
日
記
も
兼
ね
て
ま
と
め
て
い
る
。
野
松

に
と
っ
て
父
方
の
祖
母
で
あ
る
り
つ
は
享
保
十
五
年
六
月
二
十
四
日
に
三
十
三
才

で
、
母
親
で
あ
る
て
う
は
宝
暦
十
三
年
二
月
一
日
に
四
十
五
才
と
い
う
比
較
的
若

年
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、﹁
月
並
草
稿
﹂
に
は
、
寛
政
九
年
六
月
十
九
日
に

＂
野
松
の
母
が
没
し
、
妙
照
法
尼
と
い
う
＂
と
書
か
れ
た
記
事
が
あ
る
が
、
新
井

家
の
菩
提
寺
で
あ
る
無
量
寺
に
あ
る
墓
石
か
ら
は
こ
の
日
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が

証
明
で
き
る
人
は
存
在
し
な
い
の
で
、
不
思
議
な
謎
で
あ
る
。
翅
紅
が
再
婚
し
た

と
か
そ
の
種
の
話
は
新
井
家
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
た
っ
た
一
行
の
記
事

で
は
あ
る
も
の
の
、
自
分
の
母
親
の
死
亡
時
期
を
間
違
え
る
筈
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
が
、
墓
に
刻
さ
れ
て
い
る
法
名
と
も
全
く
異
な
る
の
で
、
調
査
の
必
要
性
は

あ
る
も
の
の
、
現
時
点
で
の
手
が
か
り
は
全
く
無
く
、
雲
を
つ
か
む
状
況
で
あ
る
。
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一
八

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

　

明
和
七
年
に
玄
武
坊
か
ら
獅
子
門
の
法
脈
を
伝
え
ら
れ
、
東
武
獅
子
門
に
お
け

る
野
松
の
地
位
が
不
動
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
寛
政
十
年
正
月
十
九
日
に
師

で
あ
っ
た
玄
武
坊
が
八
十
七
才
で
亡
く
な
る
が
、
野
松
は
前
年
あ
た
り
か
ら
師
の

教
え
を
書
き
留
め
た
草
稿
に
﹁
在
這
裏
許
﹂
と
名
付
け
、
独
特
の
筆
遣
い
で
残
し

始
め
た
。
少
な
く
と
も
書
か
れ
た
時
期
が
異
な
る
三
種
類
の
も
の
が
作
ら
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
玄
武
坊
の
死
後
は
仲
間
割
れ
を
起
こ
し
た
白
山
派
の
結
束

を
保
と
う
と
努
力
す
る
が
、
空
し
い
結
果
に
終
わ
り
、
晩
年
は
句
作
か
ら
も
離
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
俳
諧
の
方
は
息
子
の
桃
宜
や
孫
の
松
者
に
任
せ
て
し
ま
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。

　

文
化
十
一
年
十
一
月
十
九
日
に
、
七
十
七
才
で
亡
く
な
り
﹁
広
野
院
法
輪
松
樹

居
士
﹂
と
い
う
戒
名
が
刻
さ
れ
た
墓
が
無
量
寺
に
あ
る
。

三　

「
孤
柳
園
追
悼
」
に
つ
い
て

　
﹃
孤
柳
園
追
悼
﹄
は
、
草
稿
と
し
て
残
る
写
本
で
、
筆
写
年
代
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
刊
記
に
相
当
す
る
位
置
に
記
載
が
無
く
、
確
定
は
で
き
な
い

も
の
の
、
寛
政
七
年
十
二
月
に
孤
柳
園
山
童
が
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
の
で
、
追

悼
集
と
し
て
の
性
格
上
、
そ
の
時
期
よ
り
筆
写
年
代
が
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。
ま
た
、
書
写
人
の
名
前
も
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
独
特
の
筆
遣
い
か
ら

考
え
る
と
、
新
井
家
七
代
目
の
当
主
で
あ
る
宇
左
衛
門
堯
知
と
断
定
で
き
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
八
人
の
追
悼
文
並
び
に
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
里
谷
ま
で

は
一
気
に
書
き
上
げ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
虎
冽
以
下
は
誤
字
を
頻
繁
に
訂
正
し
た

り
、
表
現
を
削
除
し
た
り
な
ど
、
前
半
部
と
後
半
部
と
で
は
対
照
的
な
印
象
を
与

え
て
い
る
。
堯
知
は
文
化
十
一
年
十
一
月
十
九
日
に
七
十
七
才
で
こ
の
世
を
去
っ

て
い
る
の
で
、
書
写
さ
れ
た
の
は
当
然
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
勢
か

ら
考
え
る
と
、
行
の
乱
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
山
童
が
死
亡
し
た
直
後
か
ら

三
回
忌
を
迎
え
る
ま
で
の
野
松
五
十
八
歳
か
ら
六
十
歳
に
か
け
て
の
時
期
に
書
か

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

書
誌
学
的
な
解
説
を
加
え
る
な
ら
ば
、
当
該
資
料
は
表
紙
を
含
め
て
十
四
枚
の

和
紙
が
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
毎
半
葉
が
た
て
十
九
、九
セ
ン
チ
、
よ
こ
十
二
、八
セ

ン
チ
、
右
側
二
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
本
紙
と
同
じ
紙
の
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

表
紙
は
、
写
真
を
見
れ
ば
分
か
る
が
、
中
央
に
﹁
孤
柳
園
追
悼
﹂
右
側
に
﹁
寛
政

七
乙
卯
年
十
二
月
﹂
左
側
に
﹁
富
峯
館
蔵
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
序
の
類
は
な
く
、

本
文
に
入
る
と
、
毎
半
葉
五
～
七
行
、
各
行
十
～
二
十
字
に
な
っ
て
お
り
、
山
童

の
息
子
で
あ
る
山
雪
が
前
書
き
に
相
当
す
る
部
分
を
書
い
て
お
り
、
追
悼
さ
れ
る

山
童
の
詞
書
き
と
句
を
は
さ
ん
で
、
山
雪
、
野
松
、
桃
宜
、
里
谷
、
虎
冽
、
太
茂
、

□
□
、
風
竹
ら
八
人
に
よ
る
詞
書
き
と
追
悼
の
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

山
雪
の
文
は
﹁
孤
柳
園
の
あ
る
し
ハ
予
か
父
に
し
て
壮
年
の
／
む
か
し
よ
り
守

墨
庵
の
門
に
遊
ひ
て
風
雅
の
／
道
も
く
ら
か
ら
す
ま
し
て
筆
道
ハ
三
井
先
生
を
／

師
と
し
て
生
涯
是
を
楽
し
め
る
よ
り
彼
の
／
御
弟
子
も
餘
多
あ
る
中
に
も
心
を
得

し
も
の
／
稀
也
と
て
師
も
深
く
愛
し
給
ひ
手
つ
か
ら
／
得
意
の
二
字
を
篆
刻
せ
し

︵
後
略
︶﹂
と
い
う
か
た
ち
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　

山
童
に
は
、
娘
が
い
る
だ
け
で
息
子
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、﹁
孤
柳

園
追
悼
﹂
の
存
在
に
よ
り
、
山
雪
と
い
う
息
子
が
い
る
こ
と
と
山
童
が
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
鳥
酔
の
門
人
で
は
な
く
守
墨
庵
佐
久
間
柳
居
の
直
接
の
門
下
だ
っ
た
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一
九

久
保
田
村
新
井
家
に
縁
の
あ
る
俳
人
た
ち
│
そ
の
一
│
︵
針
谷
︶

こ
と
が
確
認
出
来
た
。

　

山
雪
の
文
の
後
に
、
山
童
の
詞
書
き
と
辞
世
の
句
が
あ
る
。
﹁
源
頼
政
卿
宇
治

の
戦
ひ
に
／
敗
せ
し
時
忠
臣
有
之
敵
徒
を
／
防
て
取
こ
ゝ
ろ
静
に
本
懐
を
／
遂
ら

れ
た
り
野
夫
は
持
病
／
再
発
の
刻
是
を
忍
ふ
に
勇
／
気
な
く
多
年
の
覚
悟
一
時
に

／
破
れ
空
し
く
土
を
噛
て
死
る
に
／
似
た
り
／　
　

ひ
と
り
行
く
旅
の
／
あ
ら
し

は
実
に
寒
し
／
孤
柳
園
山
童
﹂

　
﹁
孤
柳
園
追
悼
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
、
山
童
の
こ
の
句
が
保
積
家
墓
地
に
あ
る

墓
石
に
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
本
の
あ
る
程
度
の
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
て
い

る
証
明
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
井
家
所
蔵
の
野
松
自
筆
に
な
る
﹁
孤
柳

園
追
悼
﹂
が
世
に
知
ら
れ
る
よ
り
も
は
る
か
前
に
墓
石
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、

保
積
家
に
も
山
童
の
辞
世
の
句
を
記
し
た
書
き
物
が
有
っ
た
は
ず
と
思
わ
れ
る
が
、

探
す
手
立
て
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
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