
Research Journal 

1987, 3, 41-49

随 筆

「た だ し未 見 」 訂 正 ひ と つ

一 下島勲の句集 『薇』一

町 田 栄

   A REVISED ARTICLE ON  'WHAT'S NOT REFERRED TO' 

—  ISM) SHIMOJIMA'S "ZENMAI," AN ANTHOLOGY OF HAIKU —

             Sakae MACHIDA 

Atomi Gakuen Women's University, Niiza-shi, Saitama 352



研究報告1987年 第3号

先
年
、

「
『
井
月

の
句
集

』
を
め
ぐ

っ
て
1

下
島

・
芥
川

・
瀧
井

・
室
生

・

島
村
ら
の
関
心

1

」
と
題
す
る

一
文
を

『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第
十
七
・

十
八
号

(
そ
れ
ぞ
れ
昭
59

・
3

・
15
、

昭
60

・
3

・
15
発
行
)
に
載
せ
て
も
ら

っ

た
。幕

末
安
政

の
こ
ろ
に
訪
れ
て
、
明
治

の
中
ご
ろ
ま
で
三
十
年
間
、
南
信
州
伊
那

峡
の
村

々
を
寄
食
、
寄
宿
し
て
徘
徊
す
る
乞
食
井
月
。
そ
の
詠
み
捨

て
、
書
き
捨

て
に
し
た
筆
蹟
、
俳
句
、
連
句
な
ど
が

拾
い
集
め
ら
れ
て

一
冊
に
ま
と
ま
る
。
す

で
に
地
も
と
で
は
伝
説
化
し
、
東
京
で
は
仄
聞
だ
に
し
な
い
人
物
が
、
「
田
端
人
」

た
ち
に
よ

っ
て
回
生
し
た
の
だ
。
大
正
十
年
十
月
二
十
五
日
、

「
東
京
市
外
田
端

三
四
八
番
地
楽
天
堂
内

空
谷
山
房

」
の
刊
行
で
あ
6
。
井
月
は
歿
後
三
十
五
年

に
し
て
発
掘
、
集
成
、
顕
彰

の
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
言
え
ば
、

「
こ
つ
じ
き

・
井
月

」
で
は
な
い
。

「
こ
じ
き
せ
い
げ

つ
」
と

は
奇
異
な
呼
称

で
あ
る
が
、
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
ま
た
「
虱
井
月
」

と
も
い
う
。
六

・
七
年
ほ
ど
前
に
『
井
月
の
句
集

』
を
探
し
て
、
長
野
県
下

の
古

本
屋
や
図
書
館
を
め
ぐ
り
歩
い
て
い
た
時
、

「
漂
泊
の
俳
人

セ
イ
ゲ
ツ
」
は
、

つ

い
に
通
用
し
な
か

っ
た
。
そ
の
都
度
、

怪
訝
な
表
情
で
見
返
え
さ
れ
た
。
1

そ

れ
が
実
態
で
あ
り
、
親
愛
感
を
語

っ
て
、
昔
か
ら
生
き
続
け
る
こ
と
ば
だ

っ
た
の

で
あ
る
。

右
の
長
た
ら
し
い
標
題
の
示
す
通
り
、
乞
食
井
月
の
句
集
を
め
ぐ

っ
て
下
島
勲
、

芥
川
龍
之
介
、
瀧
井
孝
作
、
室
生
犀
星
、
お
よ
び
島
村
利
正
ら
の
熱
誠
を
洗

い
上

げ

て
み
た
い
と
思

っ
た
。
ほ
か
に
北
原
大
輔
、
小
穴
隆

一
、
石
川
淳
、
唐
木
順
三

な
ど
に
も
言
及
は
し
て
み
た
。
島
村

の
存
在
が
、
異
色
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

実
際
、
島
村
は

『
井
月

の
句
集

』
に
も

、

『
井
月
全
集

』
に
も
、
そ
の
増
補
、
復

刻
本
に
も
、
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
。

が
、
理
由
が
あ
る
。

I
I
島
村
利
正

の
絶
筆
は
、
わ
ず
か
に
二
分
載
で
終

っ
た

『
火
山
峠
』
(
昭
56

・

-
～
5

『
文
芸

』
)
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
例
の
「
杉
村
理

一
」
も

の
で
、
歴
史
的

な
資
料
を
調
査
、
渉
猟

し
な
が
ら
自
伝
性
を
付
与
し
て
い
く
、
氏

一
流

の
構
想
で

あ
ろ
う
。
そ
の
代
表
作

に
『
奈
良
飛
鳥
園

』
が
あ
る
。
創
立
者
小
川
晴
暢

の
生
涯

と
、
や
が
て
飛
鳥
園
を
形
成
し
て
行
く
群
像
と
を
、
多
く
の
挿
話
に
か
ら
ま
せ
て

立
体
的
、
多
角
的
に
描
き
出
す
。
少
年
時
代
に
、
島
村
は
飛
鳥
園
に
入
社
し
て
い

た
。
こ
ち
ら
は
、
井
月
滞
留
の
地
の
出
身

(長
野
県
上
伊
那
郡
高
遠
)
と
い
う
、

結
び

つ
き
が
あ
る
。

し
か
も
、
作
家
登
場
の
最
初
期
か
ら
あ
た
た
め
て
来
た
、
宿
願
で
あ

っ
た
ら
し

い
。長

篇
小
説

『
火
山
峠

』
の
構
想
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。
構
想
ノ
;
ト
の
た
ぐ

い
は
公
表
さ
れ
て
い
な

い
。
容
積

の
計
れ
ぬ
氷
山
の

一
角
か
ら
推
し
て
、
多
弁
を

弄
す
る
の
は
慎
ま
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
主
題

は
、
生
ま
身
の
、
決
し
て
風
化
さ
れ
ぬ
実
在

の
自
由
人
、

井
月
に
心
を
寄
せ
た
四
人
の
井
月
句
集
成
、
顕
彰

へ
の
情
熱
と
推
定
で
き
る
。
作

中
に
、

「
芥
川
を
中
心
と
す
る
田
端
の
、
当
時

の
文
化
人
交
流
の
地
熱
の
よ
う
な

も
の

」
と
い
う
。
四
人
と
も
に
、
生
ま
れ
故
郷
を
離
れ
て
、
新
開
地

「
田
端

」
に

肌
身
を
寄
せ
合

っ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら

の
「
交
流

」
は
、
芸
術
的
な
切
磋
に
と

ど
ま
ら
ず
、
甘
美
な
情
緒
す
ら
こ
も
る
。
胸
裡
に
、
父
祖

の
地

へ
の
あ
こ
が
れ
を

潜
め
て
、
互
い
に
共
通
し
て
い
る
。

「
地
熱

」
は
高
め
ら
れ
、
噴
出
し
よ
う
。
そ
れ
が
空
谷
山
房
、
下
島
勲
の
『
井

月

の
句
集

』
編
纂
に
結
集
す
る
と
推
定
し
て
み
た
。
島
村
自
身
の
望
郷
、
愛
郷
の

「
地
熱

」
に
通
じ
る
。
が
、
う
た
い
上
げ
ら
れ
ず
に
、
島
村
は
逝

っ
た
。

『
火
山

峠

』
の
中
絶
は
惜
し
ま
れ
る
の
だ
。

如
上
の
『
火
山
峠

』
構
想
を
軸
に
し
て
、
せ
め
て
、
島
村
が
博
捜
し
た
で
あ
ろ

う
資
料
の

一
部
な
り
と
、
そ
の
所
在
と
解
読
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
意
図
し
た
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
第

「
五

」
章
中
に
、
下
島
勲
の
個
人
句
集

『
薇

』
に
つ
い
て
、

「
た
だ
し
未
見

」
と
付
記
し
た
。
当
時
点
で
、
字
義
の
通
り
で
あ
る
。
校
正
時
に

間
に
合
わ
ず
、
よ
う
や
く
直
後
に
属
目
し
た
句
集
で
あ
る
か
ら
だ
。

『
薇

』
の
全

容
は
、
下
島

の
『
随
筆

・
富
岡
鐵
齋
其

の
他

』

(昭

15

.
12

.
8
刊
興
文
社
)
に

添
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
読
ん
だ
。

し
か
し
、
実
物
を
手
に
し
て
い
な
い
の
で
、

あ
り

の
ま
丶
に
記
し
た
。

従

っ
て
、

こ
の
文
章

の
目
的
は
該
当
部
分
を
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
で
も
訂

正
し
て
お
け
ば
、
足
り
よ
う
か
。

句
集

『
薇

』

昭

一
五

・
五

・
一
五
刊

興
文
社

私
家
版

.
非
売
限
定
二

百
部

序

野
上
豊

蝋
郎
、
跋

「
薇

」
の
あ
と

室
生
犀
星
、
後
記

下

島
空
谷
子
、
絹
布
装
帙
付
和
綴

じ

口
絵
二
葉

全

一
六
四
句
収
録
.

い
や
、
そ
ん
な
容
易
な
こ
と
で
は
す
む
ま
い
。
島
村
が
句
集

『
薇

』
に
接
し
て
、

ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
ど

の
よ
う
な
構
想
を
組
む
か
、

1

に
関
わ
る
。

せ

っ
か
く
紙
幅
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
も
う
少
し
下
島

の
『
薇

』

に

つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

コ

一
百
部

「
出
版
の
限
定
本
、
そ
の
ひ
と

つ
を
入
手

で
き
た
奇
縁
は
篤
い
も

の
、
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

*

下
島
に
、
全
六
編
著
の
刊
行
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
私
家
版

『
井
月
の
句
集

』
、
白

帝
書
房
版

『
井
月
全
集

』
の
編
纂
、
随
筆
集

『
人
犬
墨

』
、

『
随
筆

.
富
岡
鐵
齋

其

の
他

』
、

『
芥
川
龍
之
介

の
回
想

』
の
三
著
、
お
よ
び
句
集

『
薇

』
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
堅
牢
、
簡
素
、
雅
致
に
富
む
、

い
丶
本
だ
。
と
り
わ
け
て
、
手
に
し
て

好
も
し
く
、
品
位
の
高

い
の
が
句
集
で
あ
る
。
洗
練
さ
れ
、
い
か
に
も
瀟
洒
で
あ

る
。

.

た
ゴ
、

『
井
丹
の
句
集

』
を
別
し
て
、
他
は
す
べ
て
芥
川
歿
後

の
刊
行
で
あ
る
。

そ
れ
を
下
島
は
惜
し
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
芥
川
の
早
逝

は
恨
み
と
す
る
。
痛
恨
き
わ
ま
り
な
い
。
が
、
自
分
の
作
物
が
芥
川
の
目
に
触
れ

る
ご
ど
を
、
と
く
に
、
句
作
の
そ
れ
を
羞
恥
し
て
い
た
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。

お
治
よ
そ
、
下
島
の
執
筆
活
動
は
、
、昭
和
二
年
九
丹

『
文
芸
春
秋

』
芥
川
龍
之

介
追
悼
号
に
『
芥
川
龍
之
介
氏
終
焉
の
前
後

』

(
『
人
犬
墨

』
収
録
時
に

『
芥
川

龍
之
介
終
焉
の
前
後

』
と
改
題
)
、を
、
.同
じ
く

『
改
造

』
芥
川
龍
之
介
氏
特
輯
に

『
芥
川
龍
之
介
の
こ
と
』
巻
掲
載
し
て
、
以
降
、
盛
ん
に
な
る
。
請
わ
れ
て
執
筆

し
し

く

し
た
り
、
み
ず
か
ら
書

い
て
慰
め
、
愉
し
ん
だ
か
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
ら
を

随
時
、
右

の
著
作
集
に
収
録
、
刊
行
す
る
。

処
女
作
は
、
も
ち
ろ
ん
、
芥
川
生
前
の
『
井
月
の
句
集

』
の
編
著
で
あ
る
だ
ろ

う
。
だ
が
、
生
来

の
俳
句
好
き
で
、
古
い
句
稿
を
篋
底
に
秘
す
も
の
は
な
か

っ
た

ろ
う
が
・
そ
う
で
な
げ
れ
ば
、
、句
集
の
編
纂
な
ぞ
か
な
う
ま
い
。

何
よ
り
も
、
.
下
島
は
楽
天
堂
の
開
業
医
で
あ
る
。
芥
卅
家
の
主
治
医
を
勤
め
て
、

双
方
の
親
交
は
深
ま
る
。

「
田
端
人

」
た
ち
と
の
交
渉
に
広
が
る
。
そ
の
書
齋
の

扁
額

「
澄
江
堂

」
の
揮
毫
で
、
能
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
行
ぐ
。
.
か
ね
て
文
人

画
を
よ
く
ナ
る
面
才
、
鑑
識
眼
の
持
ち
主
で
も
あ
る
。
芥
川
に
深
ぐ
心
酔
し
て
、
.°

交
誼
ぼ
作
家
芥
卅
の
全
期
を
通
じ
、
臨
終
を
も
見
取

っ
だ
。

..
、

従

っ
て
、
芥
川
の
方
も
交
友
記

『
田
端
人

』
、(犬
14
・
3
『
申
央
公
論

』
)

の
筆

頭
に
掲
げ
て
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
下
島
の
文
筆
、,
俳
句
に
言
及
す
る
と

こ
ろ
は
な
い
。
一

下
島
勲

.
下
島
先
生
は
お
医
者
な
り
。
僕
の

一
家
は
常
に
先
生
の
御
厄
介

に
な
る
。
又
空
谷
山
人
と
号
し
、
乞
食
俳
人
井
月
の
句
を
集
め
た
る
井
月
句

集
の
編
者
な
り
。
僕
と
は
親
子
ほ
ど
違
う
年
な
れ
ど
も
、
老
来
ト
ル
ス
ト
イ
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で
も
何
で
も
読
み
、
論
戦
に
勇
な

る
は
敬
服
す
べ
し
。
僕
の
書
畫
を
愛
す
る

心
は
先
生
に
負
ふ
所
少
な
か
ら
ず
。
な
お
次
手
に
吹
聴
す
れ
ば
、
先
生
は
時

時
夢
の
中
に
化
け
も
の
な
ど
に
追

い
か
け
ら
れ
て
も
、
逃
げ
た
こ
と
は

一
度

も
な
き
よ
し
。
先
生
の
胆
、
恐
ら
く
は
駝
鳥

の
卵
よ
り
も
大
な
ら
ん
乎
。

ま
だ
、
作
句
に
つ
い
て
「
吹
聴

」
す
る
ほ
ど
で
な
か

っ
た
、
と
い
う
べ
き
か
。

そ
れ
と
も
、
二
人
だ
け
の
密
事
な
の
か
。

は
た
し
て
、
そ
の
翌
年
、
翌
々
年
に
、
下
島
が

『
驢
馬

』
誌
上
に
発
表
し
た
計

十
六
句
に
は
、
鋭
い
晩
年

の
目
を
配

っ
て
い
る
。
内
二
つ
の
秀
句

の
出
現
に
は
、

大
い
に
刮
目
し
た
ら
し
い
。

『
驢
馬

』
は
、
こ
の
雑
誌
表
紙
い

っ
ぱ

い
に
拡
が
る

題
字
を
、
下
島
が
染
筆

し
た
縁
が
あ
る
。
俳
句
の
寄
稿
に
も
、
室
生
犀
星
の
慫
慂

が
働

い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
句
集
の

「
後
記

」
冒
頭
部
に
示
さ
れ
惹
。

「
芥
川
龍
之
介
君
は
、
私

ぜ
ん
ま
い

の

薇

と
ほ
ろ
寒
き
の
句
を
推
賞
し
、

殊
に
薇

の
句
は
、
ー

こ
れ
に
ま
さ
る
句

は

恐

ら

く

出

来

な

い
だ

ら

う

、

な

ど

と

言

つ

て

ゐ

た

。

」
と

う

ち

あ

け

る
。

多

分

、

余

人

を

ま

じ

え

ぬ

場

で
、

秘

密

の
対

話

で

あ

ろ

う

。

た

し

か

に
、

他

聞

を

は
ば

か

る

こ

と

ば

だ

。

嘆

息

を

も

ら

す

よ

う

な

、

芥

川

流

と

は

い
う

ま

い
。

実

に

、

集

中

随

一
、
畢

生

の
傑

作

で
あ

ろ

う

。

ぜ
ん
ま
い

薇

の
綿

か

ら

ぬ

け

て

あ

た

た

か

き

(
注

、

初

五

ル
ビ

を

除

き

、
下

五
を

「
暖

か

き

」
に
改

め

て

入
集

)

11

大

15

・
5

土
く

れ

や

雀

の
糞

の

ほ

ろ
寒

き

"

昭

2

・
3

唯

一
の

句

集

に

、

あ

え

て

『
薇

』
と

命

名

し

た

ゆ

え

ん

で

あ

る

。

芥
川
の

「
殊
に
薇
の
句
は
、

1

こ
れ
に
ま
き
る
句
は
恐
ら
く
出
来
な
い
だ
ら

う

」
と
は
、
最
大
級
の
讃
辞
を
捧
げ
た
も

の
で
あ
る
。
激
賞
さ
れ
た
下
島
の
喜
び

は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
「
恐
ら
く
出
来

な
い
だ
ろ
う

」
は
、
誰
に
、
で
あ
ろ
う
か
。

下
島
個
人
に
、
と
ど
ま
る
ま

い
。
芥
川
自
身
も
含
ま
れ
よ
う
。
そ
れ
か
ら
、
囲
繞

す
る
俳
人
た
ち
小
穴

一
游
亭
、
瀧
井
折
柴
、
小
沢
碧
童
、
室
賀
春
城
、
久
保
田
万

太
郎
、
室
生
魚
眠
洞
…

…
に
も
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
密
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

贈
ら
れ
た
こ
と
ば
は
、
に
わ
か
に
、
遺
さ
れ
た
こ
と
ば
に
変

っ
て
、
ひ
び
き
続

け
る
。
下
島
に
は
重
荷

に
な

っ
て
も
い
よ
う
。
十
数
年

の
後
に
、

つ
い
う
か
う
か
古
稀
を
過
ご
し
て
し
ま
ひ
、
今
更
ら
句
集
で
も
あ
る
ま
い
と

思
ひ
な
が
ら
も
ま
た
取
り
出
す
古
写
真
、
厭
や
に
な
る
の
に
変
り
は
な
い
が
、

唯
不
思
議
な
こ
と

に
は
、
以
前
と
違

つ
た
別
の
態
度
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
出

来
る
や
う
に
な

つ
た
。
/
そ
れ
は
、
古
い
と
か
、
リ
ア
ル
で
な
い
と
か
、
ま

ず
い
と
か
、
或
は
非
芸
術
な
ど
と
い
ふ
こ
と
か
ら
超
越
し
た
所
謂
、
怎
う
や

ら
活
き
て
来
た
自
然
や
人
の
世
に
、
よ
し
浅
く
と
も
、
た
ま
た
ま
触
れ
て
動

い
た
情
感

の
記
録
と
し
て
、
さ
う
む
ざ
む
ざ
捨
て
去
る
べ
き
で
も
あ
る
ま
い

な
ど
と
、
自
分
勝
手
な
理
窟
か
ら
出
な
ほ
し
て
、

よ
う
や
く
、
句
集
出
版
に
踏
み
切
る
。
こ
こ
に
は
、

一
つ
の
蝉
脱
が
あ
る
。
覚

悟
も
あ
る
。
が
、
い
か
に
も
照
れ
臭
さ
そ
う
だ
。
こ
の
饒
舌
体
、
下
島
七
十

一
歳

に
し
て
、

い
ま
だ
初
心
で
あ
る
。

も
し
か
す
る
と
、
下
島

の
文
筆
家
と
し
て
の
本
領
は
、
大
量

の
随
筆

に
あ
る
よ

り
も
、
俳
句
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
と
、
評
価
す
べ
き
か
も
知

れ
な

い
。

句
集

『
薇

』
の
存
在
感
は
大
き

い
。
収
め
る
全

一
六
四
句
は
少
な
す
ぎ
る
。
精
選

に
精

選
を
重
ね
て
、
堪
え
残

っ
た
佳
旬

の
み
を
集
め
る
。

意
外
に
も
、
下
島

の
作
句
歴
は
、
ひ
そ
か
に
、
非
常
に
長
か

っ
た
の
で
あ
る
。

句
集
中
に
、
は
る
か
、

日
露
戦
従
軍
医
時
代

の
吟
が
五
句
採
ら
れ
て
い
る
。

「
満

州
陣
営

」
と
題
す
る
、

外
套
や
身
の
た
け
ほ
し
き

一
二
寸

睾
ぬ
か
る
馬
い
た

い
け
な
霰
の
日

な
ど
で
あ
る
。
端
正
な
古
式
を
守

っ
て
、

「
た
ま
た
ま
触
れ
て
動
い
た
情
感

」
を
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っ
て
い
よ
う
。

そ
の

「
後
記

」
に
、
初
め
て
「
明
治

三
十
七
年
以
来
ざ

つ
と
三
十
五
六
年
間

の
、

い
と
も
貧
し
い
句
集

」
と
、
告
白
す
る
。
謙
辞
で
は
あ
る
が
、

コ
ニ
十
五
六
年
間

」

の
句
歴
の
長
さ
に
驚
う
か
さ
れ
る
。
か

つ
て
、
下
島
は
多
く
の
随
筆
中
に
、
自
身

の
句
作
を
語

っ
た
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。
秘
め
て
、
潜
流
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
隠
匿
と
い
う
よ
り
も
、
や
は
り
、
下
島
の
含
羞

の
な
せ
る
わ
ざ
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。
周
囲
に
は
若
く
、
気
鋭
な
、
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
、
河
東
碧
梧
桐
門
下

の
新
傾
向
俳
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
ま
じ

っ
て
、
こ
の
芭
蕉
、
井
月
の
旧
套
を

墨
守
す
る
老
人
は
、
緘
黙
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

一
体
私
は
俳
句
が
好
き
な
く
せ
に
、
自
分
で
作
る
と

い
ふ
こ
と
が
億
劫
な
た

ち
で
、
随

つ
て
そ
の
句
数
も
極
め

て
尠
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
発
表

す
る
こ
と
が
非
常
に
嫌
ひ
で
あ

つ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、

一
部

の
人
か
ら
俳
人

で
も
あ
る
か

の
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
漂
泊
俳
人
井
月
な
ど
の
紹
介

を
し
た
為
で
あ
る
ら
し
い
。

と
、
述
懐
し
て
い
る
。

密
事
に
も
似
た
、
幽
か
な
い
と
な
み
を
窺
い
え
た
者
は
、
ご
く

一
部
の
友
に
限

ら
れ
よ
う
。
そ
の
ひ
と
り
に
芥
川
が

い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
の
事

々
し
い

賞
揚

の
仕
方
は
解
け
ま

い
。
さ
ら
に
ひ
と
り
、
室
生
犀
星
を
も
加
え
た
い
の
だ
。

彼
ら
と
て
、
下
島

の
コ
ニ
十
五
六
年

」
に
及
ぶ
句
歴
に
思

い
到
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
前
に
、
久
保
田
万
太
郎

の
取

っ
た
句
を
挙
げ

る
。

「
後
記

」
に
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
語

っ
て
い
る
。

「
ま
た
久
保
田
万
太
郎
君
は
、
桐
の
花

の
句
を
褒
め
て
、
1

何
処
で
作

つ
た

の
か
、
と
い
ふ
か
ら
、

田
端
の
家
の
縁
先

へ
つ
れ
だ
し
て
、
屋
根

越
し
の
桐
の
梢
を
指
さ
し
、
始
め
て
納
得
し
た
と
い
ふ
嘘

の
や
う
な
話
が
あ
る
」
と
。

屋
根
越
し
の
夕
や
け
雲
や
桐

の
花

室
生
犀
星
は
、
先
に
下
島

の
最
初
の
随
筆
集

『
人
犬
墨

』
の
「
跋

」
文
を
書
い

て
い
る
。
世
に
紹
介

の
労
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
全
文
は
、

空
谷
、
下
島
勲
氏
は
医
の
人
、
ま
た
能
書
を
以

つ
て
聴
え
、
畫
技
を
以

つ
て

す
れ
ば
触
筆
怱
山
紫
水
明

の
姿
を
抒

ぶ
。
そ
の
医
の
術
は
柔
か
く
又
畫
も
柔

か
い
。
同
時
に
医
に
鋭
く
書
に
濶
達
、
畫
も
鋭
い
の
で
あ
る
。
そ
の
人
物
た

る
や
典
雅
雄
健
、
時
に
鋭
く
時
に
雄
弁
便
慨
の
情
を
述
ぶ
る
に
似
た
り
。
/

そ
の
随
筆
た
る
や
敢
て
新
奇
を
趁
ふ
こ
と
な
く
又
陳
腐
に
堕
ち
る
こ
と
無
し
、

悠
々
自
適

の
文
、
高
士
俗
腸
に
ま
み
へ
ざ
る
の
慨
有
、
と
り
分
け
集
中
芥
川

臨
焉
記
の
ご
と
き
は
又
他
に
求
め
得
ざ
る
と
こ
ろ
の
好
文
献
、

一
代
の
文
士

が
臨
終
を
物
語
る
に
当
時

の
文
壇
往
来
手
に
取
る
ご
と
く
瞭
然
た
り
、
こ
れ

稀
覯
の
文
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
そ

の
他
も
ろ
も
ろ
の
長
短
随
筆
俳
文
の
類
、

と
り
ど
り
に
面
白
か
ら
ぬ
は
無
し
、
些
知
己
を
恭
し
く
す
る
が
た
め
跋
を
述

ぶ
と
云
爾
。

委
曲
を

つ
く
し
て
い
る
。
な
み
な
み
な
ら
ぬ
敬
意
も
は
ら

っ
て
い
る
。
双
方
、

長
期
に
わ
た
る
、
密
接
な
交
情
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

例
え
ば
、
下
島
日
記
の
昭
和
二
年

一
月
元
旦
付

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

大
喪
中
略
式
に
て
屠
蘇
雑
煮
を
祝
ひ
謹
み
て
新
年
を
迎
ふ
。
/
午
後
室
生
犀

星
氏
を
訪
ふ
。
高
柳
、
宮
木
の
両
君
あ
り
。
床
に
は
私

の
贈
つ
た
井
月
の
「
白

梅
や
賤
が
軒
場
の
こ
ぼ
れ
種

」
の
軸
を
か
け
、
古
瀬
戸

の
壷
に
水
仙
が
生
け

て
あ
る
。
私
は

ー

/
井
月
の
梅

の
句
軸
や
御
代

の
春
/
と

口
ず
さ
ん
だ
。

/
魚
眠
洞
主
人
元
旦
の
句
/
竹
冴
え
て
元
旦
と
な
る
庭
明
り
/
夕
方
ま
で
話

し
て
帰
る
。

た
が
い
に

「
新
年

」
を
よ
み
合

っ
て
、
隔
意
は
な
い
。
下
島

の
作
句
を
披
瀝
し

て
、
気
お
く
れ
の
な
い
親
昵
を
証
す
。
素
顔
を
さ
ら
し
て
顧
み
な
い
。
贈
ら
れ
た

井
月
句
を
表
装
し
て
、
床

の
間
に
か
け
た
座
敷
に
招
じ
入
れ
る
犀
星
の
心
く
ば
り

も
美
し
い
。

「
御
代

の
春

」
の
句
は
入
集
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
、

「
高
柳

」
は
高
柳
真
三
、
中
野
重
治
を
伴

っ
て
初
め
て
犀
星
に
紹
介
し

た
人
、
の
ち
に
東
北
大

学
教
授
、
法
学
博
士
、
室
生
家
内
で
親
し
く
、

「
真
ち
ゃ

ん

」
と
呼
ば
れ
て
い
た

と
い
う
。

「
宮

木

」
は
宮
木
喜
久
雄
、

『
驢
馬

』
同
人
、

編
集
に
た
ず
さ
わ

っ
て
詩
、
評
論
、
小
説
を
誌
上
に
発
表
し
て
い
る
。

1

下
島
は
室
生
家

の
主
治
医
で
あ
り
、
往
来
診
の
記
録
が
見
え
る
。
日
記
は
、

昭
和
二
年
四
月

一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
部
分
の
み
、

『
古
い
日
記
か
ら
』
と
題
し
て
、

昭
和
五
年
五
月

一
日
付
発
行

『
春
泥

』
第
三
号
に
発
表
し
て
い
る
。
随
筆
集

『
人

犬
墨

』
に
は
、
同
題
の
も
と
に
、
昭
和
二
年

一
月

一
日
か
ら
五
月
三
十

一
日
ま
で

を
集
録
す
る
。
時
期
的

に
、

『
芥
川
龍
之
介
終
焉

の
前
後

』
に
連
ら
な
る
。
最
晩

年
の
芥
川
を
中
心
に
、

「
田
端
人

」
交
渉
を
示
す

一
資
料
と
な
ろ
う
。

室
生
は
、
句
集

『
薇

』
に
も
跋
文

「
『
薇

』
の
あ
と

」
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
次
の
六
句
を
取

っ
て
い
る
。

小
流
れ
に
濁
る
日
の
あ
り
沈
丁
花

薇

の
綿
か
ら
ぬ
け

て
暖
か
き

パ
ラ
ソ
ル
を
そ
と
す
ぼ
め
た
る
桜
か
な

苗
費
の
来
て
糠
雨
と
な
り
に
け
り

皀
角

の
西
日
ま
ば
ゆ
く
か
ら
び
け
り

掃
溜
の
中
に
花
も

つ
南
瓜
か
な

集
中
、
代
表
句
を
掲
示
し
て
懇
切
、

丁
寧
で
あ
る
。
憂
愁
、
枯
淡
、
艶
治
、
無

聊
、
華
麗
、
属
目
な
ど
多
彩
、
多
様
な
作
柄
と
、
お
の
ず
か
ら
、
長
い

コ
ニ
十
五

六
年
間

」
お
り
お
り
の
詠
吟
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
挙
げ
て
い
る
。

「
薇

」
の
句

は
芥
川
と
共
通
す
る
が
、
特
筆
す
る
の
は
次

の
二
句
で
あ
る
。
い
や
、

「
皀

角

」

の
一
句
か
。

「
皀

角

」
の
句
は
さ
ん
ら
ん
た
る
美
し
い
句
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
磧
と
か
山

路
と
か
に
あ
る

一
光
景
を

つ
か
ま

へ
得
た
こ
と
は
、
集
中
の
句

の
抜
手
を
切

つ
た
も
の
で
あ
り
私
の
ひ
そ
か
に
驚
く
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
は
い
り
込
ん
で
平

然
と
事
も
な
く

一
句
を
な
し
え
た
こ
と
は
空
谷
先
生
さ

へ
ご
存
じ
あ
る
ま
矯

そ
し
て
人
の
心
の
深
さ
は
そ

の
人
の
知
ら
ぬ
間
に
形
を
あ
た

へ
る
ら
し
く
思

は
れ
る
。

「
苗
賣

」
の
句
の
温
か
い
悒
陶
し
さ
も
日
増
に
濃
く
な
り
ゆ
く
春

の
日
が
思
は
れ
る
。

何
ん
と
、
行
き
と
ど
い
て
や
さ
し
い
鑑
賞
で
あ
ろ
う
か
。

「
皀
角

」
の
句
を
た

た
え
て
や
ま
ぬ
。
無
意
識
の
句
境
に
参
入
し
え
た
、
と
ま
で
賛
美
す
る
。

「
薇

」

の
句
と
は
双
璧

で
、
し
か
も
、
対
照
的
な
味
わ
い
が
あ
ろ
う
。
季
は
春
秋
に
分
か

れ
、
優
情

・
暖
色
と
非
情

・
絢
爛
と
も

い
え
る
。
室
生
は
、
芥
川
の
取

っ
た
「
薇

」

を
知
り
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て

「
皀
角

」
の
句
を
挙
げ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

「
さ
ん
ら
ん

」
は
燦
爛

の
意
で
あ
ろ
う
。

1

下
島
は
、
そ
れ
を
句
集
標
題
に
採

用
し
な
い
。
歿
後
は
る
か
に
、
芥
川
を
追
慕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
野
趣
に
満
ち
て
、
決
し
て
都
会
化
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
自
然

に
下
島
の
本
質
が
働
く
。
そ
れ
を
芥
川
、
室
生
が
見
抜

い
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
室
生
の
洞
察
、
創
見
に
富
ん
だ
指
摘
は
「
跋

」
文
の
前
半
部
に
あ
る
。

ぜ
ん
ま
い

「

薇

」
一
巻
を
読
ん
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
絹
綿

の
や
う
に
光
る
、
美
し
い

句
に
ゆ
き
逢
ふ
こ
と
が
愉
し
か

つ
た
。
こ
の
愉
し
さ
は
空
谷
先
生

の
一
等
あ

ど
け
な

い
心
が
そ
な
は
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
、
こ
こ
ろ
か
ら
の
本
物

の
や
う
な

気
が
す
る
。
盡
の
話
が
で
る
と
空
谷
先
生
は
毎
時
も
赤
く
な

つ
て
気
烙
恐
る

べ
き
も

の
が
あ

つ
た
が
、
私
は
不
尠
敬
遠
し
て
ゐ
た
。
だ
が
、
発
句
の
こ
と

　

　

に
な
る
と
小
さ
く
な

つ
て
こ
の
人
に
か
う
い
ふ
つ
つ
ま
し
さ
が
あ
る
か
と
思

ふ
く
ら
ゐ
慊
遜
で
あ

つ
た
。
空
谷
先
生
の
う
ち
で

一
等
美
し
い
も

の
を
先
生

は

一
等
あ
と
廻
し
に
さ
れ
、
羞
か
し
が
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

要
約
は
、
末
文
の

一
語

一
語
の
う
ち
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
、
自
作
の
俳

句
に
関
し
て
は
口
を
閉
ざ
し
て
、
下
島
は
小
心

の
人
、
慎
重
な
人
、
含
羞

の
人
で
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あ
り
通
し
た
。
室
生
は
、
下
島

の
真
骨
頂
を
作
句
に
認
め
て
、

「
一
等
あ
ど
け
な

い
心

」
、

「
こ
こ
ろ
か
ら
の
本
物

」
、

「
一
等
美
し
い
も

の
」
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
一
等
あ
と
廻
し

」
に
残
し
て
、
は
に
か
み
を
た
た
え
て
い
る
、
と
説
く
。
さ
す

が
に
、
積
年
の
慧
眼
で
あ
る
。

こ
れ
は
客
観
的
な
評
言
を
超
え
て
い
る
。
心
の
琴
線
に
触
れ
た
句
集
と
い
う
と

き
、
逆
に
、
室
生
自
身
の
内
心
も
照
ら

し
出
す
。
東
京
生
活
で
領
略
も
、
侵
害
も

さ
れ
ぬ
無
垢
な
る
も
の
、
な
つ
か
し
い
も

の
を
求
め
て
、
出
会

っ
た
よ
ろ
こ
び
で

あ
ろ
う
。
句
集
に
、
離
郷
者

の
心
の
発
露
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

巻
頭
を
飾
る
野
上
豊

一
郎

の
「
序

」
に
、

「
我
鬼
君
幽
界
に
去

つ
て
先
生
の
寂

寞
殊
に
甚
し
く
、
傍
の
見
る
目
も
痛
痛

し
き
ば
か
り
な
り
し
が
、
今
や
先
生
西
郊

に
隠
れ
て
乃
ち
余
が
寂
寞
ま
た
尠
少
な
ら
ず

」
と

い
う
。
彼
我
に
通
じ
る
「
苦
衷

」

を
慰
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
句
集
、
と
述

べ
る
。

「
巻
中
し
ば
し
ば
知
友
の
影
像

の

描
き
出
さ
る
る
者
あ
り
て
、
興
趣
の
更

に
竭
く
る
を
知
ら
ず

」
と
。
こ
れ
ま
た
、

下
島
の
心
中
を
さ
と
る
、
友

の
こ
と
ば

で
あ
ろ
う
。

*

『
薇

』
一
巻
は
、
こ
の
よ
う
な
句
集

で
あ
る
。

下
島
勲
編

『
井
月
の
句
集

』
を
め
ぐ

っ
て
、
芥
川
ら
群
像
を
物
語
ろ
う
と
す
る

『
火
山
峠

』
の
作
者
に
と

っ
て
、
好

「
資
料

」
た
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
ま
い
。

島
村
は
、
こ
の
句
集
を
献
辞
は
な

い
が

、
亡
き
芥
川
に
デ

ィ
デ
ィ
ケ
ー
ト
し
た
も

の
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
芥
川
を
よ
ん
だ
八
句
、
う
ち

の
六
句
は
歿
後

の
吟
で
あ

る
。
追
慕
の
姿
勢
は
か
た
い
。
生
前
を
よ
ん
だ
句
は
、

澄
江
堂
に
て

芥
川
君
の
熱
き
炬
燵
を
好
み
し
は
有
名
な
り

元
旦
の
い
よ
い
よ
熱
き
置
き
炬
燵

あ
る
日
の
芥
川
龍
之
介

な
で
肩
の
瘠
せ
も
縞
絽
の
羽
織
か
な

ほ
か
に
犀
星
、
堀
辰
雄
、
小
杉
放
庵
、
春
城
、
小
穴
、
菊
池
寛
、
久
保
田
な
ど
、

「
知
友
の
影
像

」
を
活
写
し
た
句
は
多

い
。

『
火
山
峠

』
の
二
回
掲
載
部
に
見
る

よ
う
に
、
挿
話
集
成
的
な
、
こ
の
長
篇
構
想
に
不
可
欠
な
話
柄
を
提
供
す
る
句
集
だ
。

島
村
も
、
下
島
生
来
の
俳
句
好
き
、
俳
句
よ
み
に
、
文
人
趣
味
の
核
心
を
発
見

し
た
で
あ
ろ
う
。
本
領
な
れ
ば
こ
そ
の
恥
羞

で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
養

っ
た
源

泉
を
尋
ね
た
に
違
い
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
乞
食
井
月
が
俳
句
を
蒔
種
し
、

は
ぐ
く
ん
だ
伊
那
峡
の
出
身
者
で
あ
る
か
ら
だ
。
ふ
る
さ
と
人
は
、
放
浪
者

の
後

半
生
を
託
す
に
足
る
、
情
諠
を
も

っ
て
対
し
た
。
無
為
徒
食
を
ほ
し
い
ま
ま
に
許

し
た
。
瀕
死
の
泥
酔
者
を
見
取
り
、
弔

い
葬
る
。
そ
の
血
脈
は
下
島
に
流
れ
て
い

る
。
実
際
に
、
井
月
そ
の
人
の
風
貌
を
少
年
の
日
の
記
憶
に
と
ど
め
る
、

「
田
端

人

」
中

の
た
だ

一
人
で
あ
る
。
同
郷

の
島
村
も
、
隔
世
の
そ
の
後
継
者
で
あ
る
。

『
火
山
峠

』
構
想
中
に
、
句
集

『
薇

』
の
占
め
る
位
置
は
i

。
容
易
に
想
定

で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
長
篇
小
説

の
最
終
章
、

『
井
月
の
句
集

』
刊
行
を
語

っ
た

あ
と
に
、

い
わ
ば
、
そ
の
後
話
に
組
み
こ
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
余
話
で
は

な
い
。

早
く
も
、
翌
大
正
十

一
年
四
月
に
は
編
集
、
出
版
の
実
務
を
担
当
し
た
瀧
井
折

柴
が

「
田
端

」
を
去

っ
て
、
ふ
た
た
び
戻
ら
な
い
。
次
い
で
、
後
に
白
帝
書
房
本

刊
行
に
尽
力
す
る
犀
星
も
、
い

っ
た
ん
立
ち
去
る
。

田
端

魚
眠
洞
の
移
転
近
し

若
竹
の
石
な
き
庭
と
な
り
に
け
り

昭
和
二
年
七
月
二
十
四
日
、
芥
川
の
自
殺
。

芥
川
龍
之
介
逝
く

枕
べ
の
パ
イ
プ
ル
か
な
し
梅
雨
く
も
り

永
久
に
眠
れ
る
龍
之
介
を
写
す
小
穴
隆

一
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顔
を
て
ら
す
晝
の
燈
し
や
梅
雨
く
も
り

芥
川
龍
之
介
惜

別
の
菊
池
寛

白
百
合
に
ま
た
さ

め
ざ
め
と
う
な
だ
る
る

同
二
十
七
日
に
、
谷
中
斉
場
で
葬
儀
が
行
な
わ
れ
、
菊
池
は
、
友
人
代
表
と
し

て
霊
前
に
弔
辞
を
捧
げ

て
い
る
。

歿
後
、
昭
和
五
年
五
月
七
日
に
下
島

は
文
子
未
亡
人
と
同
行
し
て
、

鵠
沼

芥
川
君

の
旧
居
を
訪
ね

と
ざ
さ
れ
し
ま
ま

の
二
階
や
松
の
花

ま
た
同
年
、
祥
月
命

日
に
墓
参
し
て
、

芥
川
龍
之
介
四
回
忌

染
井
墓
地
に
て

蜘
蛛

の
糸
眼
鏡
に
か
ら
む
暑
さ
か
な

正
し
く
は
、
芥
川
の
墓
は
染
井
墓
地

の
奥
、
突
き
当
り
の
慈
眼
寺

の
境
内
に
あ

る
。
今
、
か
な
め
も
ち
の
生
け
垣
に
囲
ま
れ
た
、
小
さ
な
墓
所
で
あ
る
。
真
四
角

の
御
影
石
の
正
面
に

「
芥
川
龍
之
介
墓

」
の
文
字
、
頭
部
に
は
五
七

の
桐

の
家
紋

が
と
も
に
浮
き
彫
に
出
て
い
る
。
か
た
わ
ら
に
、

「
芥
川
家
先
祖
代

々
之
墓

」
が

な
ら
び
建

つ
。

少
し
前
、
昭
和
五
年

二
月
に
瀧
井
は
我
孫
子
、
京
都
、
奈
良
を
転
居
し
て
八
王

子
に
住
ん
で
、
も
う
動
か
な
い
。

金
沢
、
田
端
、
軽
井
沢
な
ど
各
地
を
転

々
し
た
犀
星
も
、
大
森
区
馬
込
町
東
三

ー
七
六
三
に
家
を
新
築
し
て
落
ち
着
く
。
昭
和
七
年
四
月
以
降
、
終
生

の
住
居
で

あ
る
。
作
庭
に
凝

っ
て
、
自
称
を

『
庭

を
造
る
人

』

(随
筆
集
、
昭
二
・
六
二

八

刊

改
造
社
)
と
い
う
。

馬
込

犀
星
居

の
庭

実
柘
榴
や
首
か
た
む
く
る
石
佛

最
も
古
く
、
明
治
四
十
年
来
田
端
に
住
み
、

「
田
端
人

」
た
ち
の
集
散
、
去
就

を
見
と
ど
け
、
ひ
と
り

「
寂
寞

」
の
感
を

つ
の
ら
せ
て
い
る
下
島
も
、
身
を
処
す

時
を
迎
え
る
。
昭
和

十
二
年
の
「
秋
と
り
あ

へ
ず
吉
祥
寺
に
仮
り
越
し
を
し
、
押

し

つ
ま

つ
た
年
末
に
、

(中
略
)
中
央
線
武
蔵
境
駅
か
ら
北

へ
真
直
に
五
六
町
、

櫻
橋
の
付
近
に
居
を
定

」

(
『
花
萱
草

』
)
め
て
転
居
す
る
。
野
上
の
い
う

「
西

郊

」
、
東
京
市
外
武
蔵
野
町
関
前

一
一
九
六
に

「
隠
れ

」
去

っ
た
の
で
あ
る
。

三
十
年
以
上
住
み
な
れ
し
田
端
よ
り

秋
風

の
吹
く
が
ま
に
ま
に
居
を
移
す

そ
し
て
、
翌
々
昭
和
十
四
年
七
月
二
十
四
日
に
、
遠
路
、
久
し
ぶ
り
に
芥
川
家

を
訪
れ
る
。

芥
川
君
の
十
三
回
忌

紫
陽
花

の
雨
む
し
あ
つ
き
佛
間
か
な

こ
の
格
別
な

一
日
は
、
小
品
文

『
河
童
忌

』
に
物
語

っ
て
い
る
。
誌
上
に
は
未

発
表
ら
し
い
が
、

『
随
筆

・
富
岡
鐵
齋
其

の
他

』
に
初
収
録
さ
れ
る
。

ま
ず
、
田
端

の
北
原
大
輔
宅
を
訪
ね
て
歓
談
す
る
。
朝
か
ら
の

「
雨
は
上

つ
た

が
曇
天
の
い
や
が
う

へ
に
蒸
し
暑
い
」
。
芥
川
家
の
仏
間
で
未
亡
人
と
話
し
て
い

る
と
・
小
島
政
二
郎
夫
妻
・
佐
佐
木
茂
索
夫
妻
・

「
香
瀧
さ
ん
」

(上
瀧
軸

か
?
)

が
来
合
わ
せ
る
。
午
後
六
時
か
ら
自
笑
軒
で
開
か
れ
た
、
河
童
忌
に
も
出
席
す
る
。

谷
口
喜
作
、
久
米
正
雄
、
小
沢
碧
童
、
永
見
徳
太
郎
、
宇
野
浩
二
、
さ
な
が
ら
全

文
が
旧
知
再
会
、
故
人
ゆ
か
り
の
人

々
交
歓

の
記
を
呈
し
て
い
る
。
懐
旧
の
情
は

濃

い
。

十
三
回
忌
の
田
端
行
は
、
ひ
そ
か
に
別
れ
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
降
、
下
島
は
芥
川
に
つ
い
て
語
ら
な
い
。
固
辞
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慫

慂
さ
れ
て
『
芥
川
龍
之
介
の
回
想

』
を
刊
行
す
る
。
芥
川
関
係
の
文
章
を
ま
と
め

た
も

の
で
あ
る
。
巻
頭
に

『
芥
川
龍
之
介
終
焉
の
前
後

』
を
、
掉
尾
に
、
こ
の
『
河

童
忌

』
を
据
え
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
最
後

の
随
筆
集
に
も
、

『
俳
人
井
月

』
の
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再

録

を

忘

れ

な

い
。

「
紫

陽

花

」
の
句

は

、

句

集

中

、

最

近

作

の

ひ

と

つ
で
あ

ろ

う

。

『
河

童

忌

』

に

は

「

(
昭

和

・

一
四

・
七

)

」
と
付

記

が

あ

る

。

翌

年

五

月

に

『
薇

』
は
刊

行

さ

れ

る
。

や
は
り
、
1

『
薇

』
は

「
田
端
人

」
終
焉
記
と
し
て
、

『
火
山
峠

』
構
想
に

編
入
さ
れ
る
べ
き
句
集
で
あ
る
。

(
注

)

「
こ

う

た

き

・
た

か

し

」
は
芥

川

龍

之

介

の

旧

友

。

『
学

校

友

だ

ち

ー

ー
わ
が
交
友
録
1

』

(大

14

・
2
『
中
央
公
論

』
)
に
寸
描
さ
れ
て

い

る

。
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