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昭
和一
四
年―
一
月
七
日
付
け
の
種
田
山
頭
火
日
記
に
載
せ
ら
れ
た
旬
で
あ
る。
妻
を
捨
て
子
を
捨
て
て
放
浪
の
旅

に
身
を
や
っ
し
た
俳
人
山
頭
火
が、
こ
の
と
き
翌
年一
0
月
の
死
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い。
し
か

し、
五
七
歳、
句
に
溺
れ
酒
に
惑
溺
す
る
自
己
の
生
が、
ひ
た
ぶ
る
に
滅
び
に
む
か
っ
て
い
る
こ
と
を
山
頭
火
は
自
覚

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。
「
ほ
ろ
ほ
ろ」
と
い
う
副
詞
が、
孤
独
な
酒
の
酔
い
を
連
想
さ
せ
な
が
ら、
「
ほ
ろ
び
ゆ
く」

を
起
こ
し
つ
つ
「
わ
た
く
し」
ひ
と
り
の
寂
し
い
「
秋」
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く。
知
ら
れ
ざ
る
名
旬
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う。
ま
た、
俗
世
を
超
越
し
た
の
で
は
な
い、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
脱
落
し
た
人
間
に
し
か
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な

い
寂
襄
感
に
貰
か
れ
た
句
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う。

山
頭
火
は
敗
れ
た。
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に。
お
そ
ら
く
は
在
る
が
ま
ま
の
自
己
の
姿
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
「
存
在」
へ
の
還
帰
を
志
向
し
な
が
ら、
山
頭
火
は
つ
い
に
そ
こ
へ
と
帰
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

思
え
ば
当
然
の
結
末
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
古
来
日
本
人
に
と
っ
て
「
存
在」
と
は
「
共
在」
を、
す
な

わ
ち
「
我」
が
「
我」
に
と
っ
て
代
置
不
可
能
な
「
汝」
と
と
も
に
在
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り、
在
る
が
ま
ま
に
在

る
と
い
う
こ
と
は
「
汝」
の
存
在
が
保
証
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
事
態
だ
っ
た
（
拙
著
「
旅
の
思
想
l
日
本

思
想
に
お
け
る
「
存
在」
の
問
題
l

j

北
樹
出
版、
二
0
0一
年
参
照）
の
だ
か
ら。

ほ
ろ
ほ
ろ
ほ
ろ
び
ゆ
く
わ
た
く
し
の
秋

序
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筆
者
は、
山
頭
火
が
敗
れ
た
の
と
同
じ
位
相
に
お
い
て
は
い
ま
だ
敗
れ
て
は
い
な
い。
二
0
年
来
連
れ
添
っ
た
妻
と

互
い
の
真
情
を
傾
け
合
っ
た
対
話
が
で
き、
か
つ
は、
数
名
の
院
生
と
の
あ
い
だ
に
学
問
的
に
緊
密
な
つ
な
が
り
を
確

定
で
き
る
筆
者
は、
自
己
の
「
存
在」
が
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
眼
前
に
定
位
さ
れ
て
在
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

の
だ
か
ら。
し
か
し、
い
ま
だ
に
敗
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は、
こ
れ
か
ら
も
敗
れ
え
な
い
こ
と
を
端
的
に
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い。
筆
者
は、
筆
者
の
生
を
盾
突
に
切
断
す
る
死
の
前
に
決
定
的
な
敗
北
を
喫
す
る
に
違
い
な
い。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は、
人
間
現
存
在
の
本
来
性
を
「
死
へ
の
存
在」
(Se
in
zu
m
 Tode)
と
規
定
し
た。
人
間
現
存
在
は

つ
ね
に
死
へ
と
先
駆
し
て
お
り、
そ
れ
を
覚
悟
性
（
決
意
性）
を
も
っ
て
と
ら
え
き
る
こ
と
に
よ
っ
て、
わ
た
く
し
た

ち
は、
「
無
駄
話」
(
Gerede)
に
耽
溺
す
る
非
本
来
性
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る。
こ
う
し

た
言
説
に
は
じ
め
て
接
し
た一
九
歳
の
筆
者
に
は、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
真
意
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

自
己
の
生
が
ど
こ
ま
で
も
無
限
に
続
く
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
い
ま、
自
己

の
人
生
が
半
ば
を
超
え
い
よ
い
よ
終
焉
に
む
か
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て、
筆
者
は、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
説
の
重

み
を
あ
ら
た
め
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い。
死
は
追
い
こ
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば、
他
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
代
行

さ
れ
え
な
い、
い
わ
ば
決
定
的
な
事
態
と
し
て
「
わ
た
く
し」
の
眼
前
に
到
来
し
つ
つ
あ
る。
そ
れ
に
対
す
る
抗
い
が、

空
疎
な
あ
が
き
の
域
を一
歩
も
出
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い
る。
死
へ
と
先
駆
け
つ
つ、
そ
こ
か
ら
現
在

の
生
を
照
射
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り、
筆
者
は、
み
ず
か
ら
の
敗
北
の
予
感
に
打
ち
震
え
な
が
ら、
「
存
在」
の
終
焉

を、
す
な
わ
ち
「
滅
び」
と
い
う
こ
と
を、
自
身
の
生
の
核
を
な
す
事
柄
と
し
て
受
け
と
め
ざ
る
を
え
な
い。

―1
0
数
年
に
も
及
ぶ
日
本
思
想
研
究
者
と
し
て
の
研
究
体
験
を
と
お
し
て、
筆
者
は一
っ
の
結
論
に
達
し
た。
有
を

語
り
存
在
者
の
在
り
よ
う
を
論
理
的
に
思
惟
す
る
西
欧
哲
学
に
対
し
て、
無
に
肉
薄
し
外
界
が
自
己
の
非
在
を
示
す
こ
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と
を
直
観
的
に
把
捉
す
る
日
本
思
想
は、
成
る
（
生
成
す
る）
こ
と
よ
り
も、
む
し
ろ
自
己
存
在
や
自
己
に
濃
密
に
関

わ
っ
て
在
る
事
物
が
滅
び
ゆ
く
こ
と
に
着
眼
す
る
思
想
で
あ
る、
と
い
う
結
論
に。
も
し
こ
の
結
論
が
正
鵠
を
射
る
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば、
日
本
思
想
と
は
「
滅
び
の
思
想」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
い
ま

現
に
滅
び
へ
と
む
か
い
つ
つ
あ
る
鎖
者
が、
「
滅
び
の
思
想」
と
と
ら
え
ら
れ
う
る
日
本
思
想
を、
古
代
か
ら
現
代
に

ま
で
至
る
流
れ
の
な
か
で
考
察
す
る。
そ
れ
が
本
書
の
趣
旨
で
あ
り、
実
際
に
滅
び
ゆ
く
者
の
現
実
的
視
座
が、
過
去

の、
「
思
想」
と
し
て
の
「
滅
び」
と
い
か
に
交
差
す
る
の
か
を
た
し
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て、
日
本
思
想
の
歴
史
的

な
意
義
の
み
な
ら
ず
現
代
的
意
義
を
も
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に、
本
書
の
狙
い
は
存
す
る。

「
滅
び」
の
姿
を
日
本
人
が
い
か
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
そ
の
最
終
的
な
目
的
が
あ
る
と

は
い
え、
本
書
は、
た
だ
「
無」
や
「
死」
を
め
ぐ
る
日
本
的
思
惟
の
み
を
追
う
こ
と
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い。

論
題
は
多
岐
に
わ
た
り、
一
見
「
滅
び」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
論
究
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ

ろ
う。
し
か
し、
た
と
え
ば
神
話
の
本
質
を
め
ぐ
る
論
究
や
古
典
文
学
の一
側
面
を
内
在
的
に
問
う
論
究
な
ど
が、
か

り
に
本
書
の
主
題
と
の
表
面
的
な
ず
れ
を
示
す
と
し
て
も、
そ
う
し
た
論
究
の
主
体
が
つ
ね
に
自
己
の
「
滅
び」
を
意

識
し
続
け
る
か
ぎ
り、
本
書
の
基
底
に
は
「
滅
び
の
思
想」
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
靭
き
続
け
る
に
違
い
な
い。

鏑
者
の
内
面
に
関
わ
る
諸
事
情
に
よ
り、
本
書
は
箪
者
の
最
後
の
書
と
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る。
し
か
も
本
書
は、

い
わ
ゆ
る
書
き
下
ろ
し
で
は
な
く、
論
文
集
と
い
う
体
裁
を
と
る。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
内
心
冊
泥
た
る
も
の
が

な
い
で
は
な
い。
し
か
し、
論
文
集
と
い
う
体
裁
に
よ
っ
て、
わ
が
人
生
の
軌
跡
が
く
つ
き
り
と
描
か
れ
る
こ
と
も
ま

た
た
し
か
で
あ
る。
過
去
の
あ
る
時、
あ
る
場
所
で
何
を
考
え
た
の
か。
そ
の
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら、
こ
こ
に一

篇
の
書
を
呈
示
し、
箪
者
の
人
生
の
総
括
と
し
た
い。
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な
お、

本
書
は
二
部
構
成
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

第
I
部
「
古
代
文
芸
の
思
想」

は、

日
本
古
典
文
学
に
あ
ら
わ
れ

た
思
想
を
内
在
的
に
考
究
す
る
も
の
で
あ
り、

第
II
部
「

現
代
思
想
へ
の
視
角」

は
日
本
思
想
に
関
し
て
現
代
的
視
点

か
ら
箪
者
が
独
自
に
思
索
し
た
事
柄
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
I
部
は
い
わ
ゆ
る
研
究
論
文
の
集
積
で
あ
り、

第
II
部
は
思
索
の
私
的
展
開
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

両
部
の
あ
い
だ
に
は
一

見
内
的
連
関
が
認
め
ら
れ
な
い
か
の
よ

う
に
見
え
る。

し
か
し、

第
II
部
は、

第
I
部
の
考
究
を
踏
ま
え
て
お
り、

第
I
部
は
第
II
部
の
な
か
で
発
展
的
に
止

揚
さ
れ
る。

も
し、

そ
の
点
を
看
破
し
て
本
書
を
通
読
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば、

筆
者
と
し
て
は
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜

び
は
な
い
。

※
本
文
中
に
先
行
研
究
を
引
用
す
る
際
に
は、

つ
ぎ
の
よ
う
な
方
針
を
と
っ
た
。

す
な
わ
ち、

著
書
に
つ
い
て
は

出
版
社、

発
行
年
を
記
し、

雑
誌
掲
載
論
文
に
つ
い
て
は
巻
数
（
あ
る
い
は
号
数）

の
み
を
記
す
こ
と
に
し
た
。

ま
た、

周
知
の
注
釈
書
に
つ
い
て
は、

煩
瑣
を
避
け
る
べ
く、

出
版
社、

発
行
年
を
と
も
に
省
略
す
る
こ
と
に

し
た
。な

お、

本
書
所
収
の
論
文
は
す
べ
て
既
発
表
の
も
の
で、

各
文
末
に
そ
の
初
出
を
示
し
た
。

初
出
稿
を
本
書

に
ま
と
め
る
過
程
で、

部
分
的
に
修
正
を
施
し
た。




