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私
は
か
つ
て
『
星
岡
』
誌
上
に 

高  

橋  

箒  

庵 

た
か
は
し
そ
う
あ
ん

氏
の
千
慮
の
一
失
と
も
い

う
べ
き
、
音
羽
護
国
寺
境
内
に
お
け
る
名
燈
籠
写
し
物
に
属
す
る
碑
文
を
見

て
、
そ
の
撰
も
そ
の
書
も
実
は
高
橋
義
雄
氏
の
も
の
に
非
ざ
る
を
不
可
と
し

て
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
偽
り
事
を
や
ら
れ
る
も
の
か
を
高
橋
氏
に
質
す
と
こ

ろ
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
高
橋
氏
は
こ
れ
を
一
大
過
誤
と
し
、
直
ち
に
碑
文
を

自
書
自
撰
の
上
、
改
造
す
る
と
誓
わ
れ
た
。

　
私
は
当
時
、
そ
の
速
か
な
る
箒
庵
氏
の
改
悟
を
見
て
、
意
外
に
も
美
し
き

態
度
と
し
た
。
そ
う
し
て
数
カ
月
を
経
た
今
日
、
左
記
の
一
書
を
私
に
寄
せ

ら
れ
た
。
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秋
冷
相
催
候
処
ま
す
ま
す
御
清
祥
奉
賀
上
候
。
さ
て
先
般
御
注
意
被
下
候

　
護
国
寺
境
内
石
燈
燈
碑
文
此
の
程
や
う
や
く
改
彫
を
終
り
候
間
御
序
の
節

　
御
高
覧
奉
希
上
候
。
先
は
右
御
報
ま
で
如
此
に
御
座
候
　
　
　
　
頓
首

　　
　
　
九
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箒
庵

　　
　
北
大
路
老
台

　
　
　
　
　
　
　
　
侍
曹

　
氏
の
約
束
は
、
い
わ
ゆ
る
世
の
鰻
香
に
終
る
事
な
く
し
て
遂
に
実
現
さ
れ

4高橋箒庵氏の書道観



た
事
は
、
氏
の
将
来
の
た
め
に
幸
福
で
あ
り
、
す
こ
ぶ
る
欣
快
な
思
い
を
し

た
。
氏
も
定
め
し
一
安
心
せ
ら
れ
て
安
楽
な
思
い
を
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
碑
の
改
造
は
、
全
く
私
の
物
議
に
よ
り
問
題
と
な

り
、
改
造
と
ま
で
進
ん
だ
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
改
造
に
当
っ
て
は
如
才

の
な
い
と
こ
ろ
私
ま
で
一
応
の
御
相
談
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
今
改
造
さ
れ
た
碑
を
見
る
に
、
前
に
某
書
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
は
、

新
し
く
石
工
に
削
り
取
ら
れ
、
石
面
は
前
の
石
面
よ
り
約
二
分
余
り
も
磨
り

下
さ
れ
て
一
段
低
く
な
っ
て
見
え
た
。

　
そ
の
上
に
改
刻
さ
れ
た
の
が
こ
ん
ど
の
碑
面
で
あ
る
。
観
れ
ば
小
生
の
と

が
め
だ
て
を
容
れ
ら
れ
て
、
別
項
の
様
に
漢
文
を
和
文
体
と
せ
ら
れ
、
何
人

に
も
読
み
得
ら
れ
る
便
宜
を
計
ら
れ
た
。
時
代
錯
誤
で
あ
り
、
茶
道
慣
例
に
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非
ざ
る
漢
文
を
廃
せ
ら
れ
た
事
は
、
ま
ず
一
進
歩
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
終
り
に
臨
ん
で
は
前
例
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
や
は

り
「
高
橋
義
雄
撰
并
書
」
と
漢
文
体
で
題
さ
れ
た
。
こ
れ
は
惜
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
元
来
こ
う
い
う
場
合
は
高﹅
橋﹅
義﹅
雄﹅
と
簡
単
に
書
い
て
置
く
の
が
ほ

ん
と
う
の
こ
と
で
、
撰﹅
并﹅
書﹅
と
は
、
余
計
な
文
字
で
あ
っ
た
。
小
生
が
御
相

談
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
も
そ
の

一
つ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
上
の
年
月
日
が
も
と
の
建
設
当
時
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
改
作
を
説

明
し
て
い
な
い
。
こ
れ
も
な
ん
と
か
工
夫
が
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
と
が
め
だ
て
さ
れ
て
改
刻
さ
れ
た
こ
と
は
、
し
ば
ら
く
別
と
し
て
も
、
旧

の
漢
文
体
を
不
便
と
し
て
、
昭
和
七
年
九
月
に
和
文
体
に
改
造
し
た
と
説
明
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し
て
な
ん
の
不
都
合
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
も
う
一
遍
問
題
に
し

た
い
の
は
碑
文
の
書
で
あ
る
。
前
の
漢
文
体
が
某
書
家
の
手
に
な
っ
た
も
の

を
高
橋
氏
が
自
分
の
書
な
り
と
し
て
、
公
表
さ
れ
た
た
め
に
物
議
の
種
と
な

り
、
今
回
の
改
作
を
見
た
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に

今
回
の
書
も
高
橋
氏
の
果
し
て
書
な
る
や
否
や
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
ま
た
こ
ん
ど
も
他
人
の
書
な
り
と
は
固
よ
り
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
で
は
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
こ
ん
ど
の
書
は
、 

阪 

正 

臣 

ば
ん
ま
さ
お
み
系
か
、
あ
る

い
は
鵞
堂
が
ど
う
系
の
書
風
で
あ
る
。
一
見
、
書
家
の
書
体
で
あ
り
、
版
下
書
き
の

書
体
で
あ
る
。
高
橋
氏
が
我
々
に
日
頃
投
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
書
と
は
全
然

異
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
り
と
見
て
決
し
て
間
違
い
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
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か
よ
う
な
不
思
議
な
こ
と
が
ま
た
ま
た
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
事
実
は
な
ん
と
も
致
し
難
い
。

　
そ
こ
で
私
の
案
ず
る
と
こ
ろ
、
今
回
の
書
も
や
は
り
何
人
か
和
風
系
の
書

家
に
代
筆
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
を
下
敷
と
し
て
、
そ
の
上
に
薄
紙
を
置
き
、

氏
が
こ
れ
を
敷
き
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ

こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
か
と
い
う
と
、
大
体
が
書
家
風
の
体
を
具
え
て
い
る

に
も
係
ら
ず
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
用
草
の
稚
拙
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
小
生
は
何
人
か
の
書
い
た
書
の
上
か
ら
氏
が
写
し
取
っ
て
自
己
に
し
て
い

る
な
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
元
来
、
高
橋
氏
は
小
生
の
見
る
と
こ
ろ
、
従
来

か
ら
書
に
対
し
て
は
、
失
礼
な
が
ら
、
誠
に
不
見
識
の
人
で
あ
る
。
僭
越
な

い
い
分
で
は
あ
る
が
、
高
橋
氏
の
書
道
観
は
落
第
で
あ
る
。
今
度
で
も
も
し
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前
の
碑
文
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
書
家
の
書
を
非
と
し
て
自
覚
的
に
否
定
す
る

力
が
あ
る
な
ら
ば
、
今
尚
碑
の
裏
面
に
残
る
所
の
前
筆
者
の
書
を
、
こ
と
の

序つい
でを
も
っ
て
今
度
の
よ
う
な
機
会
に
改
刻
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に

も
茶
席
の
存
在
す
る
「
仲
麿
堂
」
の
額
が
あ
る
。
こ
れ
も
高
橋
義
雄
氏
の
書

の
よ
う
に 

落  
款 

ら
っ
か
ん

さ
れ
て
あ
る
が
、
実
は
某
書
家
の
筆
に
成
る
物
で
は
な
い

か
。
小
生
は
碑
の
外ほか
、
更
に
こ
の
こ
と
あ
る
を
し
ば
し
ば
暗
示
し
た
。
今
日
、

改
造
碑
を
見
る
の
序
を
も
っ
て
「
仲
麿
堂
」
を
見
る
に
、
「
仲
麿
堂
」
木
彫

額
は
、
依
然
と
し
て
旧
体
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
小
生
は
氏
の
良

心
の
有
無
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
氏
が
書
に
対
す
る
不
明
は
、
今
そ
の
顕
著
な
る
物
を
求
め
て
い
え
ば
、
彼

の 

畢  

生 

ひ
っ
せ
い

に
な
る
と
こ
ろ
の
『
大
正
名
器
鑑
』
の
表
紙
で
あ
る
。
『
大
正
名
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器
鑑
』
は
彼
の
畢
生
の
大
事
業
で
あ
っ
て
大
著
述
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は

大
正
年
間
尚
存
す
る
と
こ
ろ
の
茶
事
に
係
る
名
器
を
蒐
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
名
器
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
美
術
的
名
器
の
み
を
も
っ
て
充
た
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
本
の
価
格
も
今
日
古
本
と
い
え
ど
も
七
八

百
円
の
市
価
を
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
豪
華
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
か
く
の

如
き
美
術
書
で
あ
る
『
大
正
名
器
鑑
』
に
題
す
る
表
紙
の
書
で
あ
る
。
そ
れ

は
坊
間
ざ
ら
に
見
る
、
僅
か
に
数
銭
を
投
げ
う
て
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
揮
毫

す
る
と
こ
ろ
の
版
下
書
き
の
書
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
美
術
価
値
に
乏
し
き

は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
す
こ
ぶ
る
愧
体
を
極
む
る
と
こ
ろ
の
書
で
あ

る
。

　
も
し
夫そ
れ
高
橋
氏
に
し
て
、
多
少
で
も
書
道
に
造
詣
が
あ
り
、
書
を
審
美
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的
に
鑑
賞
し
得
る
具
眼
の
士
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
ん
な
失
態
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
ろ
う
。
前
後
十
年
の
苦
心
の
末
、
彼
生
涯
の
茶
道
感
を
ひ
っ
さ
げ
、

彼
の
栄
誉
を
一
挙
に
か
ち
得
ん
と
し
た
『
大
正
名
器
鑑
』
で
は
な
い
か
。
こ

の
大
著
成
る
に
及
ん
で
、
最
後
の
大
切
な
表
紙
の
題
書
を
坊
間
の
版
下
書
き

の
書
を
も
っ
て
満
足
す
る
と
は
な
に
ご
と
で
あ
る
。
『
大
正
名
器
鑑
』
を
手

に
す
る
と
き
、
一
番
に
こ
の
本
を
傷
つ
く
る
者
は
、
表
紙
の
拙
い
書
で
あ
る
。

か
く
高
橋
氏
の
書
道
観
は
盲
目
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
際
、
高
橋
氏
は
書
に
対
し
て
無
精
心
で
あ
る
と
い
い
た
い
こ
と
で
あ

る
が
、
事
と
次
第
に
よ
っ
て
は
巨
金
を
投
じ
て
代
筆
せ
し
む
る
こ
と
も
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
無
精
心
と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
が
即
今
茶
道
の

識
者
で
あ
り
、
権
威
な
る
か
の
如
く
、
そ
の
日
常
を
粧
う
と
こ
ろ
の
茶
老
箒
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庵
氏
で
あ
る
が
た
め
に
、
こ
の
書
道
の
盲
目
は
等
閑
に
付
し
難
い
の
で
あ
る
。

古
来
茶
道
に
お
い
て
、
書
は
最
も
大
切
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
が
証
拠
と
し

て
、
数
次
の
大
茶
人
は
書
道
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
が
達
人
な
ら
ざ
る
と
い

い
た
い
の
で
あ
る
。

　
今
高
橋
氏
の
真
の
書
を
見
る
に
、
小
林
一
三
氏
に
与
え
ら
れ
た
「
弦
月
庵
」

の
書
の
如
き
、
決
し
て
能
書
と
は
い
い
難
い
が
、
彼
も
さ
る
も
の
と
は
い
う

べ
き
程
度
に
し
て
、
や
や
茶
人
ら
し
い
決
し
て
恥
ず
か
し
か
ら
ぬ
書
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
私
を
し
て
い
わ
し
む
れ
ば
、
一
旦
筆
を
持
て
ば
、
こ
の

程
度
に
書
け
る
者
で
あ
る
氏
が
な
に
を
苦
し
ん
で
、
巨
礼
を
吝おし
ま
ず
、
ひ
そ

か
に
自
己
の
代
書
を
敢
え
て
せ
し
む
る
か
を
不
思
議
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
、
『
名
器
鑑
』
の
よ
う
な
大
著
の
上
に
な
ん
と
し
て
も
考
え
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も
な
く
低
級
な
版
下
書
き
の
書
を
用
い
し
や
。
不
思
議
に
堪
え
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
て
、
こ
の
不
思
議
は
結
局
高
橋
氏
の
書
道
盲
目
に
因
を
運
ぶ
の

外
い
た
し
方
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
高
橋
氏
の
千
慮
の
一
失
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
高
橋
氏
が
決
心
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
改
刻
し
た
今
回
の
改
造
碑
に
つ

い
て
は
書
に
対
す
る
自
己
の
技
能
の
巧
拙
を
全
く
度
外
視
し
、
正
純
な
る
態

度
を
以
て
書
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
、
遺
憾
に
堪
え
な
い
も
の
が

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
七
年
）

　
　
　
改
刻
就な
れ
る
高
橋
氏
の
碑
文
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神
齢
山
護
国
寺
は
皇
城
の
乾
位
を
占
め
て
新
義
真
言
宗
の
道
場
た
り
。
予

曩
に
前
室
の
物
故
に
遭
ひ
て
墓
域
を
此
地
に
定
む
。
其
後
護
国
寺
維
持
財
団

の
設
定
せ
ら
る
ゝ
や
選
は
れ
て
理
事
長
と
な
る
。
乃
ち
宿
縁
の
浅
か
ら
ざ
る

を
思
ひ
南
都
附
近
著
名
の
石
燈
二
十
基
を
模
造
し
之
を
観
音
堂
の
東
南
に
駢

地
し
て
記
念
を
他
日
に
留
め
ん
と
す
。
惟
ふ
に
石
燈
は
久
き
に
耐
へ
て
色
を

増
し
除
闇
能
く
真
言
の
教
理
と
符
号
し
且
そ
の
上
代
名
匠
の
典
型
は
観
音
を

し
て
自
ら
矜
式
す
る
所
あ
ら
し
む
に
足
る
。
是
れ
予
の
敢
て
此
挙
あ
る
所
以

な
り
。
因
て
碑
を
建
て
事
由
を
録
し
て
後
人
に
告
ぐ
。

　
国
ま
も
る
寺
の
ゆ
く
す
ゑ
照
さ
な
む
万
代
ふ
へ
き
こ
れ
の
と
も
し
火

　
　
　
大
正
十
一
年
歳
次
壬
戌
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箒
庵
　
高
橋
義
雄
撰
并
書
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
魯
山
人
書
論
」
中
公
文
庫
、
中
央
公
論
新
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年9

月18

日
初
版
発
行

　
　
　2007

（
平
成19

）
年9

月25

日3

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
魯
山
人
書
論
」
五
月
書
房

　
　
　1980

（
昭
和55
）
年5
月

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
木
下
聡

2019

年7

月30

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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