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文
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番左

勝

石
蘭

つ
は
ぶ
き

破
れ
葉
の
ツ
ハ
に
顔
出
す
鼬
か
な

調
柳

ツ
ラ

い
た
ち

右

つ
わ
咲
や
誰
が
引
捨
し
雪
車
の
跡

立
些

さ
く

た

ひ
き
す
て

ソ

リ

あ
と

左
リ
の
句
、
鼬
と
か
い
ふ
も
の
ゝ
わ
が
方
を

ひ
だ見

お
こ
せ
た
る
と
云
け
ん
を
の
ゝ

薄

い
ひ

す
す
き

も
お
も
ひ
よ
せ
ら
れ
て
お
か
し
く
侍
る
に
、

引
捨
し
雪
車
の
句
意
し
か
と
き
ゝ
得
ず
。

仍

以

左

為

勝

よ
つ
て
も
つ
て
ひ
だ
り
か
ち
と
す

〈
現
代
語
訳
〉

左

勝

石
蘭

つ
わ
ぶ
き
の
破
れ
た
葉
か
ら
顔
を
出
し
て
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
鼬
で
あ
る
よ
。

＊

「
石
蘭
」
は
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
ツ
ハ
ブ
キ
」
「
ツ
ハ
」
の
訓
み
で
載
る
。
つ
わ
ぶ

き
は
キ
ク
科
の
常
緑
多
年
草
で
丸
い
腎
臓
形
の
深
緑
色
の
葉
を
持
ち
、
十
月
か
ら
十
二
月
に

か
け
て
菊
に
似
た
鮮
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
に
「
つ
は
の
花
」
で

十
月
（
初
冬
）
の
季
語
と
し
て
掲
出
。
貞
門
、
談
林
時
代
を
は
じ
め
江
戸
時
代
を
通
じ
て
作

例
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
調
柳
の
句
で
は
「
破
れ
葉
」
と
そ
こ
か
ら
顔
（
ツ
ラ
）
を

出
す
鼬
の
姿
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
破
れ
葉
の
つ
わ
ぶ
き
に
は
当
然
葉
よ
り
も
高

い
位
置
に
花
が
咲
い
て
い
る
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
七
「
ツ
ハ
に
ツ
ラ
出
す
」
と
い
う

ツ
音
の
繰
り
返
し
が
一
句
の
声
調
を
整
え
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
「
破
れ

葉
」
の
語
か
ら
連
想
さ
れ
る
植
物
は
ま
ず
第
一
に
芭
蕉
で
あ
り
、
こ
の
句
は
、
山
居
の
僧
の

も
と
を
「
雪
の
う
ち
の
芭
蕉
」
の
精
が
訪
れ
る
謡
曲
「
芭
蕉
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
捉
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
か
。

右

つ
わ
の
花
が
咲
い
た
。
雪
車
を
引
い
た
跡
の
残
る
雪
の
上
に
、
誰
か
が
そ
の
黄
色
い
花
を
引
き
捨
て
て
あ

そ

り

る
こ
と
だ
。

＊

「
雪
車
」
は
雪
の
上
を
人
や
物
を
載
せ
て
運
ぶ
物
。
「
雪
舟
」
「
橇
」
と
も
表
記
す
る
。
『
毛

吹
草
』
に
十
二
月
の
季
語
と
し
て
掲
出
。
「
雪
車
の
跡
」
で
、
雪
の
上
に
つ
け
ら
れ
た
雪
車

を
引
い
た
跡
の
意
。
雪
に
つ
け
ら
れ
た
車
の
跡
を
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
『
雪
玉
集
』
（
寛
文
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十
年
刊
）
に
収
載
の
「
小
車
を
た
が
ひ
く
跡
か
し
た
の
帯
の
み
ち
は
か
た
が
た
雪
に
み
ゆ
ら

ん
」
な
ど
が
あ
る
。
「
引
捨
し
」
は
、
つ
わ
ぶ
き
の
花
を
抜
い
て
捨
て
た
こ
と
を
指
す
と
解

し
た
が
、「
引
く
」
は
雪
車
と
縁
語
で
あ
り
、「
引
捨
し
」
の
対
象
を
雪
車
と
取
り
、
引
き
捨

て
ら
れ
た
雪
車
の
跡
に
つ
わ
ぶ
き
の
花
が
咲
い
た
、
と
一
句
を
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た

だ
し
そ
の
場
合
「
引
捨
し
雪
車
の
跡
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
情
景
な
の
か
、
そ
し
て

つ
わ
ぶ
き
の
花
と
ど
う
関
わ
る
か
な
ど
わ
か
り
づ
ら
い
点
が
多
い
。

〈
判
詞
〉

左
の
句
は
「
鼬
と
か
い
ふ
も
の
の
…
…
わ
が
方
を
見
お
こ
せ
た
る
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
手
習
の
巻
に

お
け
る
小
野
の
里
で
の
で
き
ご
と
、
ま
た
そ
の
小
野
に
ま
つ
わ
る
薄
の
伝
承
（
小
野
小
町
の
ど
く
ろ
の
目

の
穴
か
ら
薄
が
生
え
「
秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
あ
な
め
あ
な
め
小
野
と
は
い
は
じ
薄
お
ひ
け
り
」
と
詠
ん

だ
伝
承
）
も
思
い
寄
せ
ら
れ
て
、
面
白
く
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
引
捨
し
雪
車
」
と
詠
ん
だ
右
句
は

句
意
が
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
左
の
勝
ち
と
す
る
。

＊

「
鼬
と
か
い
ふ
も
の
ゝ
わ
が
方
を
見
お
こ
せ
た
る
」
は
、『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
お
い
て
、

入
水
し
た
浮
舟
が
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
、
小
野
の
里
に
あ
る
妹
尼
の
家
で
休
ん
で
い
る

と
、
そ
の
母
の
老
尼
が
夜
半
に
起
き
て
不
審
に
思
う
次
の
場
面
の
傍
線
部
を
踏
ま
え
る
と
考

え
ら
れ
る
。

尼
君
し
は
ぶ
き
お
ぼ
ほ
れ
て
起
き
に
た
り
。
灯
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
黒
き
も

の
を
か
づ
き
て
、
こ
の
君
の
臥
し
た
ま
へ
る
を
あ
や
し
が
り
て
、
鼬
と
か
い
ふ
な
る
も

の
が
さ
る
わ
ざ
す
る
、
額
に
手
を
当
て
て
、
「
あ
や
し
、
こ
れ
は
誰
ぞ
」
と
執
念
げ
な

る
声
に
て
、
見
お
こ
せ
た
る

「
を
の
ゝ
薄
」
は
、
「
鼬
と
か
い
ふ
…
…
」
と
書
か
れ
た
出
来
事
の
あ
っ
た
「
小
野
」
の
地

名
を
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
小
野
と
結
び
つ
く
小
町
の
薄
の
伝
承
を
続
け
て
記
し
た
も
の
。

つ
わ
の
花
の
下
の
暗
い
葉
陰
か
ら
顔
を
覗
か
せ
る
鼬
の
様
子
に
、
ど
く
ろ
の
目
穴
か
ら
薄
が

生
え
た
様
子
を
想
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
し
か
と
き
ゝ
得
ず
」
は
、
は
っ
き
り
と
理
解
で

き
な
い
の
意
。「
仍

以

左

為

勝
」
は
、
歌
合
の
判
詞
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
慣
用
表
現
で
あ

よ
つ
て
も
つ
て
ひ
だ
り
か
ち
と
す

り
、
漢
字
五
文
字
の
形
（
「
左
」
の
部
分
に
は
「
右
」
も
入
る
）
で
、
文
末
に
用
い
ら
れ
る
。

『
続
の
原
』
冬
部
の
芭
蕉
判
詞
に
は
、
こ
の
他
に
も
三
番
に
「
仍
以
持
（
仍
っ
て
以
て
持
と

す
）」
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。


