
羽

州

酒

田

の

海

松

隈

義

勇

i

「
あ
つ
み
山
や
」
の
句
と

「
暑
き
日
を
」
の
句
1

出
羽
国

の
酒
田
は
最

上
川
河

口
に
位
置

し
て
、
最

上
川
舟

運

の
便
を
扼
し
、

か

つ
て

は
奥

羽
き

っ
て

の
商
港

と
し

て
栄
え
た
。

「
本
間
様

に
は
及
び
も
な

い

が

、
せ

め
て
な
り
た
や
殿
様

に
」
と
う
た
わ
れ
た
本
間
家
も

こ
こ
を
本
拠
と
し

あ
ぶ
み
や

た
し
、
西
鶴

の

『
日
本
永
代

蔵
』
に
書

か
れ
た
鐙
屋
な
ど

の
よ
う

な
豪

商
が
軒

を
連

ね
た
。

芭
蕉

は
、

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
旅

の
途
次

、
そ

の
栄
え

て
い
た
酒
田
を
訪

え
ん
あ
ん

わ
ら

じ

き
さ
ぷ
な

れ
、
伊
東

玄
順

(淵
庵
不
玉
と
号
す
)
と
い
う
医
師

の
家

に
草
鞋

を
脱

ぎ
、
象

潟

に
行

っ
た
四
日
聞
を
挾

ん
で
、
前
後

ま
る
九
日
間
滞

在
し
た
。

こ
の
時

期

は
非

常

に
暑
か

っ
た
よ
う

だ
が
、
あ
ち

こ
ち

の
俳

席
に
招

か
れ
た
り
し
て
俳

諧

の
催

し
を
重
ね
て
い
る
。
象

潟

は
、
松
島

と
並
ぶ
奥

州

の
名

勝
で
、
こ

の
旅

の
大

き

な

目
あ

て

の

一
つ
だ

っ
た
が
、
曽

良

の
日
記
に
よ
る
と
、
象

潟
行
き

の
日

は
激

ふ
く

ら

め

が

と

さ

が
わ

し
い
雨

ふ
り
で
あ

っ
た
。
吹

浦
に

一
泊

し
、
女

鹿
、
三
崎

、
小
砂
川

、
関
な

ど

を
経

た
と
書

い
て
あ

る
。

私

も
こ
ん
ど

の
旅

で
は
そ

の
道
筋

を
通

っ
て
み
た
。
七
月

二
十

一
日
、
暑

い

日
だ

っ
た
。
酒

田
か
ら

の
道

は
海

沿
い
の
美

し
い
風
景
が
続

い
た
が
、
松
林

の

多

い
吹

浦

の
集
落

を
出
は
ず

れ
て
す
ぐ

に
、
羅
漢
岩
と

い
う
奇
岩

の
群
れ
が
海

辺

に
あ

り
、
そ
こ
に
程
近

い
道
ば

た
に
芭
蕉
句
碑
が
立

っ
て
い
た
。
大
き

め
な

石

の
お
も
て
に
、

あ
つ
み
山
や
吹
浦
か
け
て
夕
す
ず
み

と

、
矢

田
挿
雲
筆

で
刻

ん
で
あ

る
が
、

ま
だ
新

し
い
碑

だ

っ
た
。

そ

の
先

で
心
を
引

か
れ

た

の
は
、
女
鹿
と

い
う

そ

の
名

も
美

し
い
漁
港

の
た

た
ず
ま

い
で
あ

っ
た
。
湖
水

の
よ
う
な

入
江

も
、

眠

っ
た
よ
う

な
漁
家

も
、
芭

蕉
が
通

っ
た
時

の
ま
ま
そ
う
変

ら
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

た
。
そ

の
先

の
、
三
崎

う

や

む

や

峠
が
海

に
突
出

し
た
所
が
昔

の
有

耶
無
耶

の
関

の
跡

だ
と
伝

え
ら
れ

る
。
海

を

見
下
す
断
崖

の
上

に
タ
ブ

ノ
キ
の
密
林
が
あ

り
、
細
道
が
通

じ
て
い
て
昔

の
石

畳
ぶ
所

々
に
あ

る
。
林
を
出

は
ず
れ

る
と
視
界
が
開
け
海

が
見

え
て
絶
景

で
あ

る
。
象
潟

に

つ
い
て
は
前

に
も
書

い
た
こ
と
が
あ

る

の
で
省
略

す
る
。

「
あ

つ
み
山
や
」

の
句

は
、
象
潟

か
ら
戻

っ
て

の
六
月

十
九
日
に
、
宿

を
提

供

し
て
く
れ

て
い
た
伊
東

不
玉
亭

で
催

し
た
三
吟
歌
仙

の
発
句
と

し
て
発
表

さ

れ

た
も

の
で
、
曽
良

の
書
留

に
は

「
出
羽
酒

田
伊
東
玄
順
亭

に
て
」
と
前
書

し

て
あ

り
、

こ
れ
を
発
句
と

し
た

三
吟
歌
仙
が
記

し
て
あ

る
。
前
書

に

つ

い

て
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は
・
当

の
玄
順

(
不
玉
)
が
編

ん
だ

『
繼
彫
集
』

に
は

「
江
上
之
眺
望
」
と
あ
る
。

『
袖

の
浦
』
(淇
水
撰
、
明
和
三
年
刊
)
に
よ
れ
ば
、
袖

の
浦

の
江
上

に
船
を
浮

か

べ
て

の
吟

で
、

「
袖

の
浦
江
上
眺
望
」
と
題

し
た
芭
蕉
自
筆

の
懐
紙
も
あ

っ
た

と
伝

え
て
い
る
。
船

を
浮

か
べ
た
事
実

は
曽
良

の
日
記

に
も
な
く
疑
わ

し
い
。

「
江
上
」
と

は
単

に
海

の
ほ
と

り
の
意
味
と

も
取
れ

る
こ
と
ば

で
あ

る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、
袖

の
浦

で
の
眺
望

に
係

る
吟
と

い
う
点

は
動

か
な

い
だ

ろ
う
。
袖

の
浦

は
最
上
川
河

口
の
南
側

に
つ
き
出

た
袖

の
形
を

し
た
洲
崎

の
名

ア

で
、

『
類
字
名
所
和
歌
集
』

に
三
十

一
首
が
録

さ
れ

て
い
る
ほ
ど

の
著
名
な
歌

枕

で
あ

る
。
歌
枕

に
熱
心
な
芭
蕉
が
本
文

に
こ
の
名
と
叙
述
と
を

省

い

た

の

は
、
象
潟

の
条

の
効
果

を
考
慮

し
た
た
め
で
あ

ろ
う
が
、

「
あ

つ
み
山
」

の
句

と
、

こ
れ

に
並
ぶ

「
暑
き

日
を
」

の
句

に
は
、
そ

の
袖

の
浦

で

の
吟

だ
と

い
う

意
識
が
念
頭

に
置

か
れ
て
い
た
こ
と

は
疑

い
な

い
。

さ
て

「
あ

つ
み
山
」

の
句

の
内
容

だ
が
、
あ

つ
み
山
と
は
新
潟
県
と

の
境

に

近

い
齬

瀞
海
泉

の
背
後

に
聳
え
る
灌
瀞
麟

(
七
二
八
米
)
だ
と
い
う
。

そ

の
辺
か

ら
吹
浦
ま
で
は
海
岸
線

で
約
八
十
キ

ロ
余

に
及
ぶ

の
で
、
柳

田
国
男

の
説

の
よ

う

に
鳥
海

山
を
誤

っ
て
言

っ
た
も

の
と

い
う
見
解

も
生
じ
よ
う
し
、
海

上

に
船

を
浮
か
べ

て
の
吟
だ
と

い
う
説
も
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
袖

の
浦

の

海

辺

に
立

っ
て
、
遙
か
南

方

に
見
え
る
地
を
指
さ
さ
れ
、
あ

の
辺
が
温
海

で
う

す
く
見
え
る
山
が
温
海
岳
だ
と

い
う
説
明
を
聞

い
た
だ
け
で
も
、
北

の
方

に
は

象
潟

へ
の
途
次

に
見
た
吹
浦

の
景
を
思

い
浮
か
べ
、

こ
れ
を

一
つ
に
取
合
わ
し

た
、
広
大
な
句
を
成
す

こ
と
が
、
芭
蕉

の
力
量
な
ら
十
分

に
で
き
た

こ
と

で
あ

あ
つ

ろ
う
と
私

は
思
う
。
そ
れ

に
、「
熱

し

・
暑

し
」
と

「
吹
く
」

(
風
が
)
と

の
縁

語

の
取
合

わ
せ
も
あ

る
し
、
そ
れ
を

「
涼

し

・
涼

み
」
と
連
ね
れ
ぽ
、
俳
諧
的

手
法
-

歌
枕
を
詠
ん
だ
り
す
る
場
合
の
貞
門

・
談
林
以
来
の
常
套
的
手
法
で

あ

っ
た
が
l
I

も
完
成

す
る
。

さ
ら

に
表

に
出

て
い
な

い
袖

の
浦
と

い
う
歌
枕
名

で
あ

る
が
、
温
海
山

か
ら

吹
浦

ま
で
と

い
う
表
現

の
中

に
お
の
ず
と
袖

の
浦
が
包

み
込
ま
れ

て
い
る
と
当

ヘ

ヘ

ヘ

へ

時

の
俳
諧
師

の
間

で
な
ら

わ
か

っ
た
は
ず
だ

し
、
袖
と
吹
く
と
裏

(浦
)

の
縁

語
関
係
も
意
識

の
中

に
あ

り
そ
う

に
も
思

え
る
。
吹
く
風

で
袖
が
裏
返

る
と

い

う
涼

し
い
イ
メ
ー
ジ
が
生

か
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。

こ
う
言
う

の
は
、

こ

の
句
が
挨
拶

の
句
と

い
う
性
格

を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
挨
拶

の
句

は

大
景

を
大
観

し
た
句

で
あ

る
こ
と

、
そ

こ

の
地
名

を
詠

み
込

む
こ
と

、
涼

し
い

と

い
う

こ
と
ば
な
ど

で
歓
待

に
対

す
る
感
謝

の
気
持

ち
を
表

わ
す
こ
と
な

ど
が

条
件

で
あ

る
。

「
あ

つ
み
山
や
」

の
句

は
す

べ
て
そ

の
条
件

に
叶

っ
て

い
る
。

と

こ
ろ
で
句

の
意
味

や
味

わ
い
は
ど
う

か
。
ま
ず

「
あ

つ
み
山
や
」
と

い
う

い
ん
ふ
た
ぎ

る
い
こ
う

じ

字
余

り

の
表
現
が
問
題

に
な

ろ
う
。
其
角

の

『
類
柑

子
』

や
、
許
六

の
『
韻
塞
』

に
は
、

こ

の

「
や
」
が
な

い
句
形

で
載

っ
て
い
る
。
意
味
上

か
ら

は
そ

の
形

で
、

も

よ
い
か
知
れ
な

い
が
、
芸
術
的
な
価
値

は
著

し
く
低
下

す
る
。
音
調
上

か
ら

し
て
は
、
ゆ

っ
た
り
と

し
た
荘
重
味
を

も

っ
た
こ
の
字
余

り

の
表
現
が
、
小
休

止

を
置

い
て
、
同

じ
く
ゆ

っ
た
り
し
た
中

七

の
声
調

に
流

れ
て
ゆ
き

、
重

々
し

く

、
そ
し
て
力
強

い
お
お
ど
か
な
下
五
で
ず

っ
し
り
と
受

け
留

め
ら
れ
る
。

こ

こ
か
ら
広

や
か
に
し
て
雄
大

な
大
景
が

み
ご
と
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る

の
で

あ

る
。
芭
蕉
が
声

調
上

の
名

手
だ

っ
た

こ
と
は
芥
川
龍

之
介
な

ど
も
す
で
に
讃

嘆

し
て

い
る
が
、

こ
の
句

な
ど
も
そ
れ
を
証

明
す
る

一
つ
で
あ

る
。

り
よ
う
た

『
棚
さ
が
し
』

の
中
で
蓼
太

は
、
吹

浦

に
旅

し
て

の
実

見
で
自
悟

し
た
、
と

前

置
き
し

て
、

「
あ

つ
み
や
ま
や
福

浦
と
首

を
め
ぐ
ら
し
た
る
句
也
。

し
か
れ

ば
句

の
骨
柄
ば
か
り

に
余
し
た

る
も

の
に
は
あ
ら
ず
。
面
白
み
又

≧

格

別

な

り
。
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
す
ぐ
れ

た

一
つ
の
解
釈

で
あ

る
。

う
だ
の

「
や
」

に
つ
い
て
、
許
六

の

『
宇
陀
法
師
』

に
は

一
見

「
名
所

の
や
」

の
よ

く
ち
あ
い

う
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
む
し

ろ

「
口
合

の
や
」
と
考
え

る
べ
き
だ
と
説

い
て
い
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る
。

「
名
所

の
や
」
と

は

「
松
島

や
」

「
象

潟
や
」

の
類

で
、
名
所

を
提

示
す

る
強
勢

.
詠
嘆

の
切
字

で
あ

る
。

「
口
合

の
や
」
と

は

『
校
本
芭
蕉
全
集
』

に

み
え
る
今
栄
蔵
氏

の
解
説

に
よ
れ
ば
、
強
勢

・
詠
嘆

の

「
や
」
が
上

五

の
第

三

(稀

に

二
)
音

目
に
は
い

っ
て
語
調

を
整

え
る
程
度

の
軽

い
働
き

を
す

る
も

の

へ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
許

六
は
そ

の
例
と

し
て

「
是

や
世

の
煤

に
染
ら

ぬ
古
格

ヘ

へ

子
」

を
あ
げ
、
そ

の
他

「
月

や
紅
葉
」

「
須
磨

や
明

石
」
な
ど

も

あ

げ

て

い

る
。

「
あ

つ
み
山
や
」

の

「
や
」
に
は
確

か
に
そ
う

し
た
性
質
が
潜
在

し
て
い

る
こ
と

は
認

め
ら
れ

る
が
、
上

五
の
末
尾

に
あ

る
点

に
疑
問
が
あ

る
。
そ
れ

に

へ

し
て
も
、

「
温
海
山

や
吹
浦
」
と

し
て
、

.
単

に
語
調

を
整

え
た
も

の
と
取

る
の

も
、
ま

た
二

つ
の
地
名
を
並
立
す

る
用
法
と

い
う

の
も
納
得

し
難

い
し
、
ま

し

て

「
吹
浦
」
を
呼
び
出
す

た
め
に

「
温
海
山

や
」
を
冠

し
た
と

い
う

の
は
首
肯

し
得
な

い
。

『
奥

の
細
道
講
読
』

の
麻
生
磯
次
氏

は
、

こ
の

「
や
」

は
詠
嘆

の

切
字

で
な
く
、
あ

つ
み
山
と
吹
浦
と

の
関
係
を
あ
ら
わ
す

「
や
」
だ
と
説

い
て

い
る
が
、
明
晰
を
欠
く
き
ら

い
が
あ

る
。
尾
形
仂
氏

は
『
お
く

の
ほ
そ
道
註
解
』

で

「
名
所

の
や
」
だ
と
す

る
。
私
も

「
名
所

の
や
」
と
す

る
の
が
最
も
近

い
と

思
う

の
だ
が
、

た
だ

「
名
所

の
や
」

は

一
般

に
、
中
七

・
下

五
で
そ

の
名
所
自

体

に
関
す

る
叙
述
を
す

る
の
が
常
例
だ

の
に
、

「
あ

つ
み
山
や
」

の
場
合

は
必

ず

し
も
そ
う

で
は
な

い
と

い
う
点
が
異
例

で
、
若
干

の
躊
躇
を
感
ず
る
。
思
う

に
、

こ
の

「
や
」

は
強
勢

・
詠
嘆

の
切
字

で
あ

る
こ
と

に
は
違

い
な

い
が
、
通

常

の

「
名
所

の
や
」

の
よ
う
な
用
法

よ
り
は
軽
く

て
、

「
口
合

の
や
」
的
な
要

素
を
も
あ
わ

せ
持

た
せ
て
用

い
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
温
海
山
を

(
ひ
そ

か

に
暑

い
と

い
う
感

じ
を
も
)
強
調
的

に
提
示

し
て
お
い
て
、
そ

こ
か
ら
ず
う

っ

と
吹
浦

の
方

へ
ま

で
視
線
を

(
と
同
時

に
、
心

の
活
動

の
及
ぶ
範
囲
を
)
移
動

し

つ
つ
広
げ

て
い
く

(ま

た
同
時

に
、
涼
風
も
吹
き
渡

っ
て
い
く
)
と

い
う
意

味
合

い
に
解
し
た

い
の
で
あ

る
。
と

に
か
く

こ
の

「
や
」

は
す
ば
ら
し
く
効
果

的
な
用

い
方
だ
と
思
う
。

そ
れ

か
ら

「
か
け

て
」

の
意
味
だ
が
、
近
刊

の

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
「
あ

る
場
所

.
時
期

か
ら
他

の
場
所

・
時
期

に
ま

で
及
ぼ
す
」
と
あ

る
用
法

に
当
る

の
だ

ろ
う
。
弥
吉
菅

一
氏
等
共
著

の

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

(芭
蕉
紀
行
集
皿
)
の

注

に
は

「離

れ
た
地
名
を

一
句

に
よ
み

こ
む
時

に
用

い
る
」
と
あ
る
。
芭
蕉

に

て
ん
び
ん

「
天
秤
や
京
江
戸

か
け

て
千
代

の
春
」

(延
宝
四
年
)

の
用

例
も
み
え
る
。
温
海

山
と
吹
浦
と

の
問

の
広

い
範

囲

に
わ
た

っ
て
、
ず

う

っ
と
見
渡
す

の
で
あ
り
、

ま
た
涼
し

い
風
が
遙

々
と
吹
き
通

っ
て
い
く

の
で
も
あ
る
。
視
点
座

(
作
者

の

位
置

)

は
や

は
り
袖

の
浦
あ
た
り
と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う
か
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
て
、
暑
し
と
吹
く

の
こ
と
ば

の
し

ゃ
れ
が
あ
る

こ
と

は
前

に
も

い

っ
た
通

り
で
、
そ
れ
に

は

「
吹
浦
」
と
書

く
こ
と
が
だ
い
じ
で
、

「
福

浦
」
な
ど
と
書

ふ
く
ろ

い
た

の
で
は
だ

い
な
し
に
な
る
。

こ
の
こ
と

は

『梟

日
記
』
で
支
考
が

述
べ
て

い
る
通

り
で
あ
る
。
吹

浦
は
今

日
で
は
フ
ク
ラ
と
呼
ば
れ

る
が
、

『
大

日
本
地

ふ
く

ら

名
辞
書
』
な

ど
に
は
フ
ク
ゥ
ラ
と

し
て
あ
る
。
表
記

は
福
浦

・
福
良
と

さ
れ

た

例
も
あ

る
。

だ
か
ら
修
辞
上

の
し

ゃ
れ
さ
え
考

え
な
け
れ
ば

、
福
浦
と
書

い
て

も
い
い

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ

の
句
か
ら
は
、
私

に
は

こ
と
ば

の
し

ゃ
れ
が

ま
だ
あ

る
よ
う
な

に
お

い
が
ど
う
も
感

じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
思
い

回
ら

し
て
み
た

の
だ
が
、
結
果

は
こ
じ

つ
け

の
範

囲
を
出
ら
れ
な

い
よ
う

で
あ

る
。
笑

い
捨

て
て
も
ら

え
る
こ
と

を
条
件

に
、
あ
え
て
書

い
て
み
る
こ
と
に
す

ムフ
ら

る
。

ま
ず

「
福
浦

」
と
書
き
替

え
て
み
る
。

す
る
と

「
福

」
と

「
占
」
と

「
か

け

て
」
と

「
ゆ
ふ
」
と

四

つ
の
縁
語

関
係
が
浮

か
ん
で
く

る
。

「
か
け
て
」

は

神
仏

に
願

っ
て
希

望

・
生
命

な
ど
を
託
す
る
と

い
う

意
味

が
あ
り
、

「神

か
け

て
」
な

ど
と
使
う
。

『
お
く

の
ほ
そ
道

』
に
も

「定

な
き
頼

の
末
を

か
け
」
と

用

い
て
あ
る
。
そ

こ
で
福
を
神

に
か
け

て
占
な

い
願
う
と

い
う
意
味
が
考
え
ら
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ゆ

ゆ

ふ

れ

る
。

「
ゆ

ふ
」

は

「
結

ふ
」
と
も
、

「
木
綿
」
と
も
掛
け
ら
れ

る
。

い
ず
れ

も
神
仏

に
関
係
が
あ

る
語

で
あ

る
。

「
結

ふ
」
な
ら
福
を
結

ぶ
と
考
え

る
こ
と

が

で
き

る
。
も
し

こ
れ
ら

の
縁
語
が
な
り
た

つ
も

の
と
す
れ
ば
、

こ
れ

は
祝
言

の
意
を
寓
す
る
大
変
重

い
挨
拶

の
句
と

い
う

こ
と

に
な

る
わ
け
だ
が
、

こ
れ

は

や

っ
ぱ
り

こ
じ

つ
け
と

し
か
見
ら
れ
ま

い
。
所
詮
と

ん
だ

お
笑

い
草

の
言
葉
遊

び
以
上

の
も

の
で
は
な

い
が
、
た
だ
芭
蕉
句
そ

の
も

の
が
、

こ
う

い
う
推
測
を

呼
び
出
す
可
能
性

の
契
機
を
秘
め

て
い
る
と

は
い
え
な
く
も
な

い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
芭
蕉

の
句

に
は
二
重
、
三
重

の
意
味
構

造
を
な
し

て
い
る
も

の
が
少
な

く
な

い
こ
と

は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
う

い
う
点
、
近
代
以
降

の
作

晶

と

は
、
発
想
も
表
現
も
違

っ
て
い
る

の
で
、
芭
蕉
ば
か
り
で

は
な

い
が
、
古

い
文
芸

に
叙
景
だ
と

か
客
観
描
写
だ
と

か
い
う
物
指
だ
け
を
あ

て
は
め
る

こ
と

は
、
ど
だ

い
間
違

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
今

日
の
眼

か
ら
見
れ
ば
芭
蕉

の
作
品

な
ど

は
み
な
作

り
も

の

(
虚
構
)
だ
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

二

「
あ

つ
み
山

や
」

の
句
碑

は
酒

田
に
も
あ

る
。
も
と

よ
り
酒

田
に
あ

っ
て
し

か
る
べ
き
句
碑

で
あ

っ
て
、
港

に
近

い
日
和
山
公
園

の

一
角

に
あ
る
。

私
が
酒

田
に
旅
寓

し
て
何

よ
り
見

た
い
と
思

っ
た

の
は
、
海

の
落

日
の
景

で

あ

っ
た
。
最
上
川
が
流
れ

入
る
あ

た
り
の
海

に
沈

ん
で
ゆ
く
真
夏

の
真
赤
な
夕

陽

を
見

る
こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
れ

を
見

る

の
に

一
番

よ
い
所

は
と
き
く
と
、

そ

れ

は
目
和

山
だ
と

い
う

の
で
、
日

の
傾
く
頃

日
和

山
に
行

っ
た
。
公
園
内

に

一

ね

む

株

だ
が
大

き

い
合
歓

の
樹
が

あ

っ
て
、
夕
景

近
い
光

の
中

で
、
淡
紅

色

の
花
が

ほ

の
明
る
か

っ
た
。

展
望
台

は
真

下

に
港

を
見
下
す
位
置

に
あ
る
。港

は
、遙

か
に
横

た
わ
る
最

上

川

と
併

行
し

て
、

こ
ち
ら
側
す
な
わ
ち
市
街
側
を
掘

っ
て
造

っ
た
も

の
の
よ
う

で
、
川
と

の
間
を
仕
切

る
天

の
橋
立
風

の
砂
洲
が
左
手
か
ら
伸
び
出

て
、
そ

の

先
端

に
標
識
燈
台

の
影
が
あ

る
よ
う

で
あ

る
。
展
望
台
か
ら
港

へ
向

っ
て
少
し

下

っ
た
あ
た
り

の
樹

の
茂
み

の
中

に
、
古

め
か
し

い
形

の
小
さ
な
白

い
燈

台
が

首
を
出
し

て
い
る
。
日
本
最
古

の
木
造

の
燈

台

で
文
化
財
だ
そ
う

で
あ
る
。
港

か
ら
右
手
を
望
む
と
、
吹
浦
方
面

へ
続
く
海

岸
が
あ
る

は
ず
だ
が
、
中
景

の
あ

た
り

は
コ
ン
ビ
ナ
…
ト

の
タ

ソ
ク
な
ど
が
林

立
し

て
、
先

の
方

は
見
え
な

い
。

日

は
ず

ん
ず

ん
と
傾

い
て
い
く
。
あ

い
に
く
雲
が
多

い
が
、
そ

の

一
面

の
雲

が
燃
え
立

っ
て
、
真
赤

な
夕
焼

け

に
な

っ
た
。
海

も
最

上
川
も
誘
わ
れ
て
同
じ

色

に
染

ま

っ
た
。
夕
日

は
下
界
に
義
理
を
立
て
よ
う
と
す
る
か

の
よ
う

に
時

々

雲

の
間
か
ら
顔

を
出
し

て
、
名

残
惜

し
げ

に
沈
ん
で
ゆ
く
。
水
平
線

の
上
に

は

横

に
た
な
び
く
雲
が
あ
る
が
、
夕
日

の
落
ち
る
瞬
時

は
そ

の
真

下

に
当
る
海

面

が
す
さ
ま
じ

い
紅
蓮

の
色

に
燃
え
た
。
日

の
沈
ん
だ
所

は
ち

ょ
う
ど

こ
こ
か
ら

真
正
面

に
当
る
最
上
川
河
、口
の
辺
で
あ

っ
た
。

日
が
沈
み

お
わ

っ
て
、
だ

ん
だ

ん
に
天
地

の
朱
が

お
さ
ま
る
と
、
黄
昏

の
け

は
い
が
旅
情
を
運

ん
で
き
た
。

私
が
落
日
を
見
た

い
と
望

ん
だ

の
は
、
例

の
芭
蕉

の
句
、

暑
き
目
を
海
に
入
れ
た
り
最
上
川

が
心
を
占

め
て
い
た
た

め
で
あ
る
。

こ
の
句

は
六
月
十
四
日
、
象
潟
行
き

の
前

に
、
寺
島
彦
助

の
安
種
が
崎

の
別
荘

で
催
さ
れ
た
俳
席

で
の
発
句
と
し

て
詠
ま

い
れ

れ
た
、
挨
拶

の
意
を
寓
す

る

「
涼
し
さ
や
海

に
入
た

る
最
上
川
」
が
初
案

で
あ

っ
て
、
実
際

は

「
あ

つ
み
山
や
」

の
句

よ
り
前

に
作
ら
肌
た
も

の
か
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
有
名
な
句

か
ら
私
が
え
が

い
た

イ
メ
ー
ジ
は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

と
う

ゆ
う

滔

々
と

し
悠

々
と

し
て
大
最
上
川
が
海

に
流
れ
入

っ
て
い
る
。
波
浪
が
押

し
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せ
ん
と
う
こ
う

上
げ

て
く
る
と
、
川

の
流
れ
と
せ
め
ぎ
あ

っ
て
時

々
銭

塘
江

の
よ
う

に
波

立
ち

騒
ぎ
、
流
れ

の
は
ず

れ
で
は
渦

を
巻

く
が

、
し
か
も
全
体

と
し
て
大
河

は
少

し

も
そ
れ
ら

の
小
波
乱

を
意

に
介

す
る
風
も
な
く

、
平
然

と
し
て
大
き
な
水

量
を

海

に
流

し
入
れ

て
い
る
。

そ

の
河
水

の
海

へ
押

し
出
し
て
い
く
真
上

に
、
真
赤

な
太
陽
が
落

ち
か
か

っ
て
、
波

の
騒
ぐ
中

へ
や
が

て
静

か
に
沈

ん
で
い
く

。
涼

気
が

い

つ
の
ま
に
か
身

を
包

ん
で
く

る
。

ち

ょ
う

ど
激

し
い
流
れ
が
夕

日
を
海

へ
押

し
沈

め
た
か
の
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
そ

ん
な

イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
。

私

は
こ
ん
ど
ま

さ
し
く
最
上
河

口
に
沈
む
夏

の
太
陽
を

こ
の
目

で
見

る
こ
と

が

で
き
、
す
ば
ら

し
い
感
動

に
満
ち

た
日
没

の
景

に
接
す

る
こ
と
が

で
き

た
。

し

か
し
前

に
芭
蕉

の
句

に
よ

っ
て
描

い
た
イ
メ

ー
ジ
と

は
大
分
違

っ
て
い
た

こ

と
を
白
状
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ

い
い
ち
、
最
上
川
が
海

に
入
る
所

は
波

だ

ち
騒
ぐ
な
ど
と

い
う

こ
と
も
な

い
。

こ
れ

は
想
像
を
凌
ぐ
茫
洋

た

る

大

河

で
、
漠
然
と
海

に
連
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
現
在

の
港

は
前

に
も
言

っ
た
通

り
仕
切
り
が

つ
け
ら
れ

て
川
と

は
別

に
な

っ
て
い
る
が
、
古

い
地
図
な
ど
を
検

す

る
と
、
河

口
が
掘
り
広
げ
ら
れ
た
ま
ま
が
港

に
な

っ
て
い
た
模
様

で
、
今
よ

り
も

っ
と
広

い
河

口
で
あ

っ
た

か
と
思
わ
れ

る
。
芭
蕉
が
来
た
時

は
、
梅
雨
期

の
後

で
水
嵩
が
増

し
濁
流
洛

々
の
気
味
が
あ

っ
た
と

し
て
も
、
や

は
り
茫
洋
と

海

と
連
な

る
姿

は
変
わ
ら
な

か

っ
た
ろ
う
。
名
だ

た
る
大
急
流

の
趣

は
上
流
だ

け

に
と
ど
ま
る
よ
う

だ
。

こ
れ

だ
け

の
大
河
が
海

へ
流
れ

入
る

の
だ
か
ら
涼

し
い
と

い
う
感

じ
は
あ

っ

た
に
し
て
も
、
暑

い
太
陽

を
こ

の
川
が
海

に
押

し
流

し
入
れ

る
と

い
う

イ
メ
ー

ジ
な

ど
湧
い
て
こ
な

い
だ
ろ
う

。
そ
う

し
て
み
る
と
、
私

の
前
も

っ
て
ぼ

ん
や

り
と
抱

い
て
い
た
落

日
の
景
観

を
詠

じ
た
句
と

い
う
印
象

は

一
考
を
要
す

る
こ

と

に
な

ろ
う
。

落

日
の
景
と

い
う

の
は
、
例

に
よ

っ
て
叙
景

・
実
景
と

し
て
の
立
場

で
句
を

解

し
よ
う
と
す
る
態

度

で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
そ
う

い
え
ば

「
暑
き
日
」
を
太
陽

と
解

す
る
説
を
出
し

て
い
る
人
を
見
る
と
、
内
藤
鳴
雪

(芭
蕉
俳
句
評
釈
)
幸

田

露

伴

・
阿

部
次
郎

(芭
蕉
俳
句
研
究
)
加
藤
楸
邨

(芭
蕉
講
座
)
山

口
誓
子

(芭
蕉

秀
句
)

な

ど
で
、
多
く
近
代
的
立

場
に
た

つ
実
作
者
な

い
し
評
論
家

で
あ
る
。

中

で
も
誓

子
氏
は
、
私
は
日
を
太
陽
と
受
け
取
る
、
と
断
言
し
、

「
暑
き

一
日

を
海

に
入
れ
る
と

は
ど
う
す
る

こ
と
で
あ
る
か
。

『
流

す
』
な
ら
わ
か
ら
ぬ

こ

と

も
な

か
が
、

『
入
る
』

で
は
わ
か
ら

ぬ
」
と
、
反
対

説

の

「
暑
き

　
日
」
と

す

る
見
解

を
真
向

か
ら
反
駁

し
て
い
る
。

で
は
そ

の

「
一
日
」
と
す

る
説

は
ど
う

か
。
こ

の
方

は
理
詰

め
で
、

「
暑
き

目
」

「
寒
き

日
」
と

い
う
語
を
太
陽

の
意
味

で
使

っ
た
例

は
芭
蕉

を
含

め
て
古

う
ぶ
ぎ
ぬ

い
俳
句

に
は
な

い
と

い
う
調
査

(鈴
木
健

一
郎
氏
)
や
、
古
来

の
俳

書

(
『
産
衣
』
)

ひ
な
み

に

「
暑
き

日
、

日
次

た
る
べ
し
」
と
あ

る
と

の
指
摘

(尾
形
仂
氏
)
が
あ

り
、
ま

た
初
案
形

に
太
陽
と

い
う
意
味

の
全
く
な

い
点
を
重
視
す

る
説

(井
本
農

一
氏
)

も
あ
る
が
、

い
ず
れ
も

い
わ
ば
学
者

の
側

か
ら

の
発
言

で
あ

る
。
太
陽
説

は
実

作
者
を
主
と
す

る
印
象
批
評
的
な
立
場

で
あ

り
、

一
日
説

は
学
者

の
実
証
研
究

的
な
立
場

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
物
的
証
拠

の
あ

る
後
者

に
分
が
あ
り
そ
う
だ
。

た
だ

し
近
来

の
説

の
多
く

は

「
暑

い

一
日
」

の
意

で
は
あ

る
が
、
海

に
落
ち

る
入
日
を
見

た
印
象
も
と
ど

め
ら
れ

て
い
る
と
、
や
や
折
衷
的

に
解

し
て
い
る

(
荻
原
井
泉
水
民

.
麻
生
磯
次
氏

.
尾
形
仂
氏
な
ど
)
。
芭

蕉

の
例

の
重
層
的
表
現
を

好

む
作
風

の
こ
と
を
頭

に
置
く
な
ら
納
得

で
き

る
見
解

で
あ

る
。
山
本
健
吉
氏

も
折
衷
説

の
よ
う
だ
が
、

『芭
蕉
そ
の
鑑
賞
と
批
評
』

の
中

で

「
重
点

は
あ
く
ま

で
太
陽

に
あ
り
、

『
暑
き

一
日
』

の
意

は
、
裏

に
潜

ん
で
し
ま

っ
た
と
取

っ
て

置

い
た
方
が

よ
い
」

と
、
太
陽

に
重
点

を
お
き
、

さ
ら

に
近
著
『
行
き

て
帰

る
』

で
は
ほ
と
ん
ど
太
陽
説

一
本

に
し
ぼ

っ
て
説

い
て
い
る
。

私

は
何
も
卓
見

に
満

ち
た
山
本
茂

の
説

に
異
を
立

て
る
つ
も

り
は
な

い
が
、
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最
上
河

口
の
落

日
を
実
見

し
た
印
象

で
は
、
重
点

は
「
暑
き

一
日
」
に
あ

る
と
結

論

し
た
い
感

じ
が
す

る
。
洛

々
た
る
急
流

で
あ
れ
ば
太
陽
と
相
薄

つ
壮
観
も
あ

び
ょ
う

る
だ

ろ
う
が
、
最
上
川
下
流

の
よ
う
な
森

々
漫

々
た
る
大
河
が
海

へ
流

し
入
れ

る
そ

の
対
象
が
、
燃
え

る
朱
円
団

で
あ

っ
て
は
、
実
体
が

は

っ
き

り
し
す
ぎ

る

と

い
う

か
、
焦
点
が

し
ぼ
ら
れ
す
ぎ

る
と

い
う

か
、
鮮
烈
す
ぎ

る
と
い
う

か
、

ど

こ
か
そ
ぐ

わ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
一
日
し
と
い
う
、
実
体

の
な

い
、

抽
象
的
概
念

的
な
、
と
て

つ
も
な
い
広
が

り
を
も

つ
、
漠

と
し
た
、
大
き

な
も

の
ー

時

間

・
空
間
を

一
つ
に
し
た
も

の
ー

で
あ

っ
て
こ
そ
、
か
え

っ
て
最

上
川

の
底

知
れ
ぬ
大
き
さ
と
力
が
出
て
く
る

の
で

は
な

い
か
。
し
か
し
も
ち
ろ

ん
、

こ
の
暑

い

一
目
を
海

に
流
し
入
れ
た
と

い
う
発
想

の
も
と

は
落
日
を
見
た

こ
と

の
体
験

に
根
ざ
し

て
い
た
だ
ろ
う
。

一
日
と

い
う
も
の

は
太
陽

の
運
行
を

げ

除

い
て
は
つ
か

め
な

い
も

の
だ
か
ら
、
日
没
と

い

っ
し

ょ
に

一
日
が
海

に
没
し

た
と
と
ら
え
た
わ
け

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、

「
入
れ
た
り
」
と

い
う
川
を
擬
人
化

し
た
表
現
が
句

の
生
命
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
近
代
以
降

の
評
釈

・
注
釈

の
類

で
は

「
わ
ざ
と

ら
し

い
」
と
か

「
理

に
傾

い
た
曇
り
が
あ
る
」
と
か

い

っ
て
概
し
て
不
評
で
あ

る
。

「
入
れ
た
り
」

の
表
現

は

『
継
尾
集

』

に
あ
る
初

案
形
が

「
涼
し
さ
や
海

に
い
れ
た
る
最
上
川
」
と
仮
名
書
き
し

て
あ
る

の
で
、
最
初

か
ら
他
動

詞
で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
場
合
他
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
何

が
何

を
入
れ
た
か

が
問
題

で
あ
る
が
、
山
本
健
吉
氏

は
最
上
州
が
最
上
川
自
身
を
海

に
入
れ
た
と

.
い
う
よ
う
な
解
を
示
し
、
尾
形
仂
氏

は
最

上
川

が
涼
し
さ
を
海

に
入
れ
た
と
解

し
て

い
る
。
ど
ち
ら
も
も

ρ
と
も
で
あ
る
が
、
そ

の
ど
ち
ら
と
も
と
れ
る
あ

い

ま
い
な
と

こ
ろ
が

、
意
味

の
二
重
構
造

の
面
白

さ
だ
と
も

い
え
そ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
他
動

詞

の
目
的
語

を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
点

は
不
安
定

の
き

ら
い
が

あ
る
。
そ
れ
で

「
暑
き
日
を
」
と
改

案
し
た

の
だ
と
山
本
氏
は
言
う
。
そ
う
だ

と
思
う
が

、
そ

の
段
階

で
は
、
そ

の
目
的
語
が

「
一
日
」

と

「
太
陽

」
と

の
両

義

に
解

さ
れ
る
こ
と
に
、
二
重
構
造

の
美
学

の
焦
点

は
移

さ
れ
た
と
見

て
よ
か

ろ
う
か
。

芭
蕉

の
句

の
中
に
は
自

然
物

を
擬

人
化

し
て
他
動

詞
的

行
動

の
主
体

と
す
る

ヘ

ヘ

へ

形

の
句

が
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
。
同
じ
最
上

川
を
詠

じ
た

「
五
月
雨

を
あ

つ
め

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
早

し
最

上
川
」
が
そ
う
だ
し
、

「
五
月
雨

の
降

り

の
こ
し

て
や
光

堂
」

「
有

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

難

や
雪

を
か
ほ
ら
す
南
谷

」
編

荒
海

や
佐
渡

に
よ

こ
た
ふ
天
河
」
な
ど
が
そ
れ

だ
。

こ
れ

は
宇
宙

の
根
本
実
在
を

「
造
化
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
物
我

一
体

の
生

命

的
な
も

の
と
見
る
、
そ

の
世
界
観
か
ら
出

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
自
然

物
も
人
間

(
我
)
も
そ

の
造
化

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
同
じ
生
命
を
分
け
合
う

も

の
と
と
ら
え

る
と

こ
ろ
か
ら
、
自
然
物
が
現
わ
す
行
動

の
中

に
我
も
主
体
的

に
か

か
わ
り
あ

っ
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
深
層
意
識

の
中

で
は
我
も

自
然
物
と
行
動
を
共

に
し

て
い
る
よ
う
な
潜

在
観
念
が
生
ず
る

の
で
あ
る
。

こ

う

い
う
自
然
物
と

の
潜
在
的
な
協
働
性

は
、
行
動
力
が
強
ぐ
出
る
他
動
詞
を
用

い
た
場
合

に

一
層
強
く
な
り
、
表
現

に
深
み

の
あ
る
迫
力
を
生
じ
さ
せ
る
。

「
暑
き
日
を
」

の
句

に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
暑

い

一
日
な

い
し
太
陽
が
海
と
最

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

上
川
と
相
合
う
辺

に
入

っ
た

の
で

は
な
く
て
、
最

上
川
が
暑
き
日
を
海

に
入
れ

へた

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
力

に
満

ち
た
行
動

に
は
潜
勢

的

に
芭
蕉

も
協
働

し
て

い

る

の
で
あ
り
、
さ
ら

に
奥

に
は
造
化

の
生
動

が
あ
る

の
で
あ
る
。

「
入
れ
た
り
」

は
、

こ
の
よ
う

に
芭
蕉

の
世
界
観

の
深

奥

に
根
ざ

す
表
現
で

あ
り
、
そ

の
芸
術

の
偉
大
性
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
屈

が

あ

る

と

か
、
わ
ざ
と
ち
し

い
と
か

い
う
よ
う

に
見
る

の
は
、
近
代

の
写

実
主
義

の
立
場

だ
け
で
芸
術
を
み
る
眼

の
誤
り
で
あ
る
。
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