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〈
隅
田
川
〉（
す
み
だ
が
わ
）

あ
る
年
の
三
月
十
五
日
の
夕
暮
れ
時
、
武
蔵
の
国
隅
田
川
の
渡
し
場
で
は
、
舟
頭
が
こ
の
日
最
後
の
舟
を
出
そ
う
と
、

客
を
集
め
て
い
る
。
そ
こ
へ
旅
人
が
到
着
し
、
女
お
ん
な
も
の
ぐ
る
い

物
狂
が
や
っ
て
く
る
と
告
げ
る
と
、
舟
頭
は
彼
女
を
待
つ
こ
と
に
す
る
。

人
商
人
に
さ
ら
わ
れ
た
わ
が
子
の
行
方
を
さ
が
し
て
、
都
か
ら
遙
々
や
っ
て
来
た
女
に
、
舟
頭
は
面
白
く
狂
っ
て
見
せ
な

け
れ
ば
舟
に
乗
せ
な
い
と
言
う
。『
伊
勢
物
語
』
九
段
の
「
都み
や
こ
ど
り鳥」
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、

巧
み
な
受
け
答
え
で
業
平
と
自
分
の
共
通
性
を
訴
え
る
女
に
一
同
は
感
動
し
、
女
は
舟
上
の
人
と
な
る
。

舟
頭
は
、
舟
中
の
つ
れ
づ
れ
に
と
、
一
年
前
の
今
日
対
岸
下し
も
う
さ総
の
川
岸
で
亡
く
な
っ
た
梅
若
丸
の
こ
と
を
物
語
る
。
舟

が
到
着
し
て
も
降
り
よ
う
と
せ
ず
泣
い
て
い
る
女
に
舟
頭
が
わ
け
を
尋
ね
る
と
、
そ
の
子
こ
そ
探
し
て
い
る
わ
が
子
で
あ

る
と
告
げ
る
。

舟
頭
は
女
を
梅
若
丸
の
塚
に
案
内
し
、
こ
れ
か
ら
供
養
の
た
め
の
大
念
仏
を
行
う
か
ら
共
に
弔
う
よ
う
勧
め
る
。
悲
嘆

に
く
れ
る
女
も
気
を
取
り
直
し
て
鉦し
ょ
う
こ鼓
を
鳴
ら
し
、
念
仏
を
唱
え
る
と
、
塚
の
内
か
ら
梅
若
丸
の
亡
霊
が
姿
を
現
す
。
触

れ
よ
う
と
す
る
と
消
え
て
し
ま
う
幻
に
、
い
っ
そ
う
増
す
悲
し
み
の
中
、
や
が
て
東
の
空
が
白
み
始
め
、
夜
明
け
と
共
に

亡
霊
の
姿
も
消
え
て
し
ま
う
。
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《
こ
の
能
の
魅
力
》

現
存
曲
唯
一
の
、
出
会
え
な
い
物も
の

狂ぐ
る
い

能の
う

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
最
大
の
特
色
で
あ
る
。

物
狂
能
は
、「
狂
乱
の
芸
能
」
を
見
せ
る
能
で
あ
り
、
親
子
、
夫
婦
な
ど
の
別
れ
か
ら
出
会
い

ま
で
の
物
語
を
背
景
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
主
人
公
は
諸
国
を
巡
り
歩
い
て
、
情
報
収
集

し
、生
活
手
段
と
し
て
狂
乱
の
芸
能
を
見
せ
る
。
や
が
て
神
仏
の
加
護
に
よ
り
相
手
と
出
会
い
、

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
。〈
隅
田
川
〉
も
同
種
の
曲
だ
が
、
母
親
が
得
た
情
報
は
わ
が
子
の

一
年
前
の
死
で
あ
り
、
出
逢
っ
た
の
は
亡
霊
の
わ
が
子
で
あ
っ
た
。

〈
隅
田
川
〉
は
完
璧
な
悲
劇
で
あ
る
。
単
に
物
狂
能
の
結
末
を
変
え
た
の
で
は
な
く
、
じ
つ

に
緻
密
な
計
算
と
周
到
な
準
備
を
経
て
、
悲
劇
が
完
成
し
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
美
し
く
悲
し

い
物
語
で
あ
る
た
め
に
、
観
客
は
易
々
と
そ
の
悲
劇
の
虜と
り
こに
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
隅
田
川
ま
で
の
遠
さ
が
、
数
段
階
か
け
て
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
都み
や
こに
対

し
て
の
鄙ひ
な

。
都
至
上
主
義
は
、
利
用
さ
れ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
が
す
で
に
明
確
に
打
ち
出
し

て
い
る
姿
勢
で
あ
る
が
、
東あ
ず
ま、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
の
陸み
ち
の
く奥
は
、
未
開
の
地
の
強
烈
な

印
象
を
与
え
て
い
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
一
人
死
ん
で
い
っ
た
幼
い
子
で
あ
り
、
そ
ん
な
と
こ

ろ
ま
で
一
人
で
旅
し
て
き
た
都
の
女
な
の
で
あ
る
。

そ
の
母
の
瞼ま
ぶ
たの

裡う
ら

に
は
、
在
り
し
日
の
わ
が
子
の
姿
が
見
え
て
い
る
。
一
方
幻
と
し
て
姿
を

現
し
た
の
は
、
死
装
束
に
真
っ
黒
で
ぼ
う
ぼ
う
と
し
た
ざ
ん
ば
ら
髪
の
、
ま
さ
に
成
仏
で
き
ず

に
さ
ま
よ
う
亡
霊
で
あ
る
。
こ
の
対
比
は
衝
撃
的
で
、
元も
と
ま
さ雅

が
子こ

方か
た

を
出
さ
な
く
て
は
で
き
な

い
と
世
阿
弥
に
断
言
し
た
子
方
と
は
、
亡
霊
姿
の
そ
れ
な
の
で
あ
り
、
確
か
に
こ
の
登
場
が
な

く
て
は
、
悲
劇
の
完
成
に
画
竜
点
睛
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。

子
供
の
命
日
は
三
月
十
五
日
、
つ
ま
り
大
念
仏
は
お
ぼ
ろ
月
の
満
月
に
照
ら
さ
れ
た
中
で
行

わ
れ
る
。「
春
し
ゅ
ん
し
ょ
う
い
っ
こ
く
あ
た
い
せ
ん
き
ん

宵
一
刻
値
千
金
」（
蘇
軾
、
春
夜
詩
）
と
詠
わ
れ
た
春
の
宵
が
、
明
け
て
く
れ
る

こ
と
だ
け
が
救
い
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
悲
し
い
夜
と
な
っ
て
し
ま
う
。

【
作
者
】
観
世
元も
と
ま
さ雅
。
世
阿
弥
の
『
五
音
』

に
、「
隅
田
川　

元
雅
曲
」
と
し
て
シ
テ

登
場
の
段
（
4
段
）
の
［
サ
シ
］
冒
頭
が

あ
げ
ら
れ
る
。『
申さ
る

楽が
く

談だ
ん

儀ぎ

』
に
は
、
子

方
を
め
ぐ
っ
て
の
世
阿
弥
と
元
雅
の
会

話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
題
材
】
特
に
な
し
。
都
鳥
を
め
ぐ
っ
て

の
渡
し
守
と
の
応
対
の
場
面（
5
段
）に
は
、

『
伊
勢
物
語
』
九
段
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

【
場
面
】
武
蔵
の
国
（
東
京
都
・
埼
玉
県
、
一

部
神
奈
川
県
）と
下し
も
う
さ総
の
国（
千
葉
県
北
部
と

茨
城
県
の
一
部
）の
国
境
を
流
れ
る
隅
田
川

（
現
在
は
東
京
都
東
部
を
流
れ
る
荒
川
の
分
流
だ

が
当
時
は
荒
川
下
流
で
利
根
川
の
本
流
が
合
流
す

る
大
河
だ
っ
た
）の
武
蔵
の
国
の
側
の
渡
し

場
、舟
上
、対
岸（
柳
の
植
え
ら
れ
た
塚
の
前
）。

【
登
場
人
物
】

シ
テ	

狂
女
、梅
若
丸
の
母（
面
、
深ふ

か

井い

）

子
方	

梅
若
丸
の
亡
霊

ワ
キ	

隅
田
川
の
渡
し
守

ワ
キ
ツ
レ	

旅
人（
都
の
者
、
下し

も
が
か掛
り
は

東
国
の
商
人
）
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１

渡
し
守
の
登
場　

後こ
う

見け
ん

に
よ
っ
て
、
塚
の
作
り
物
が
運
び

出
さ
れ
、
大
小
前
に
置
か
れ
る
。
中
に
は
子こ

方か
た

が
入
っ
て

い
る
。
舞
台
は
隅
田
川
、
武
蔵
の
国
側
の
川
岸
で
あ
る
。

作
り
物
は
対
岸
の
塚
な
の
で
、
今
は
登
場
人
物
達
の
近
く

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

笛
の
演
奏
の
中
、
隅
田
川
の
渡
し
守
（
ワ
キ
）
が
登
場
し

渡
航
の
こ
と
を
告
げ
、
地じ
う
た
い謡
前
に
座
る
。

〔
名
ノ
リ
笛
〕　

能
の
開
始
を
告
げ
る
静
か
で
叙
情
的
な
笛

の
演
奏
に
つ
れ
て
、
渡
し
守
が
登
場
す
る
。

渡
し
守	

私
は
武
蔵
の
国
隅
田
川
の
渡
し
守
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今

日
は
出
船
時
間
を
早
め
て
、
お
客
を
渡
そ
う
と
思
い
ま

す
。
実
は
こ
の
地
で
ち
ょ
っ
と
わ
け
あ
っ
て
、
大
念
仏

を
行
い
ま
す
の
で
、
お
坊
様
も
ご
在
家
の
方
も
区
別
無

く
乗
客
を
集
め
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
皆
さ
ん
ご
承
知
く

だ
さ
い
。

〔
名
ノ
リ
笛
〕

［
名
ノ
リ
］

ワ
キ
〽
こ
れ
は
武ム

蔵サ
シ

の
国
隅
田
川

の
渡
ワ
タ
シ
モ
リ守に
て
候
ソ
オ
ロ
オ、今コ
ン
ニ
ツ
タ

日
は
舟
を

急
ぎ
人
々
を
渡
さ
ば
や
と
存

じ
候
、
又
こ
の
在ザ
イ

所シ
ョ

に
さ
る
子シ

細サ
イ

あ
つ
て
、
大ダ
イ
ネ
ン
ブ
ツ
ト

念
仏
を
申
す
事

の
候
間
、
僧ソ
ウ

俗ゾ
ク

を
嫌キ
ラ

はワ

ず
人ニ
ン
ジ
ュ数

を
集
め
候
、
そ
の
由
皆
々
心
得

候ソ
オ

へラ
エ




