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象
潟
や
雨
に
西
砲
窓口
敏
の
花

松
尾
芭
蕉
が
奥
の
細
道
を
辿

つ
て
出
羽刀掴い弘「
日
の
秋
田

県
最
南
部・
家
潟
に来江敬
ん

がwp吻
で
あ
り、

古
剃
の

蛸
満
寺
に
は
そ
の
句
碑
が
あ

る。
当
時
の
象
潟
は、
大
小
無

数
の
島
が
海
に
浮
か
び、
松
島

に
も
負
け
な
い
崇
勝
地
で、
芭

蕉
が
奥
の
細
道
を
辿
る
つ
と
し

た
の
は、
家
潟
を
見
た
か
っ
た

嶺雄

か
ら
だ
と
の
説
も
あ
る
ほ
ど
で

あ
る。
台
湾
の
李

登摘前
総
統

は、
も
し
も
来
日
が
適
え
ば、

静
か
に
奥
の
細
道
を
辿
っ
て
み

た
い、
ぜ
ひ
象
潟
ま
で
来
て、

芭
蕉
の
心
を
同
じ
く
し
て
み
た

い
と
い
う
思
い
を
抱
か
れ
て
い

る。
司
馬
遼
太
郎
が
「
街
道
を

｛タ＼」
の
旅
で
秋
田
に
来
て、

空
港
か

ら真
っ
先
に
訪
れ
た
の

も、
象
潟
で
あ
っ
た。

こ
れ
ほ
ど
歴
史
的
か
つ
文
化

的

な由
緒
が
あ
る
の
に、
そ
の

「
象
潟」
の
町
名
が
消
え
よ
う

と
し
て
い
た。
最
近
流
行
の
町

村ム
扉
と
い
う
妖
怪
の
餌
食
に

さ
れ
る
と
乙
ろ
だ
っ
た
の
で
あ

る。
象
潟
町
が
近
隣
の
仁
賀
保

町、
金
浦
町
と
の
合
併
協
議
を

離
脱
し
て
「
象
潟」
と
い
う
歴

史
的
地
名

を守
っ
た
の
は、
金

厳
（
乙
ん・
い
わ
お）
前
町
長

の
識
見
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

中嶋

か
っ
た
が、
行
政
サ
イ
ド
の
秋

田
県
庁
の
お
役
人
か
ら
は、
白

い
眼
で
見
ら
れ
て
い
た。

私
が
全
国
初
の
公
立
大
学
法

人・
国
際
教
護
大
学
の
理
事
長

兼
学
長
と
し
て
秋
田
県
に
来
て

か
ら、
半
年
が
過
ぎ
た。
す
べ

て
の
授
業
を
英
語
で
お
こ
な
う

な
ど、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
大

愛
知
県
説
会
の
超
党
派
の
視
察

団
約
二
十
名
が
来
校
し
た。

そ
の
よ
う
な
折
に払はハ
時

闘
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
角館
へ
行

っ
て
下
さ
い、
と
お
勧
め
す
る

乙
と
に
し
て
い
る。
東
北
の
小

京
都
と
し
て
知
ら
れ
る
角
館
町

は、
今
に
残
る
武
家
屋
敷
の
町

並
み
や
枝
垂
桜、
そ
れ
に

行
政
と
歴
史
文
化
の
は
ざ
ま

学
に
は
な
い
試
み
を
進
め
て
い

る
乙
と
も
あ
っ
て、
全
国
か
ら

優
秀
な
学
生
が
集
ま
り、
世
界

各
地
か
ら
来
て
い
る
留
学
生
が

キ
ャ
ン
パ
ス
に
彩
り
を
与
え
て

く
れ
る
な
ど、
幸
い
に
し
て
順

調な以
タ
l
ト
を
切
っ
て
い

る。
娼
し
い
悲
鳴
の一
つ
は、

見
学
者、
視
察
団
が
引
き
も
き

ち
な
い
乙
と
で
あ
り、
今
日
も

ひの喜ないがb
桧
木
内
川
の
土
手
に
続
く
桜

並
木
に
よ
っ
て、
観
光
的
に
は

か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が、
四
百
年
も
の
歴
史
を
も

っ
そ
の
角
館
の
町
名
が
今、
町

村
合
併
に
よ
っ
て
消
え
よ
う
と

し
て
い
る。
田
沢
湖
町
な
ど
と

一
緒
に
な
っ
て
「
仙
北
市」
に

な
る
の
だ
と
い
う
が、
も
し
そ

う
な
る
の
な
ら、
ま
乙
と
に
残

念
だ。
町
村
合
併
に
は、
財
政

上
の
問
題
だ
け
で
な
く、
歴
史

や
文
化
の
視
点
が
欠
り
で
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る。

も
と
よ
り、
地
方
交
付
税
の

減
少
と
と
も
に
地
方
自
治
体
の

財
政
は
き
わ
め
て
厳
し
く
な
る

だ
け
に、
行
政
の
ス
リ
ム
化・

効
率
化
の
た
め
に
も、
市
町
村

合
併
は
避
り
ら
れ
な
い
流
れ
で

あ
る
つ。
ま
し
て

や来
年
三
月

末
を
期
限
に
し
て
財
政
上
の
優

遇
措
酉
が
つ
い
た
市
町
村
合
併

特
例
法
を
活
用
で
き
る
と
い『
つ

行
政
上
の
特
典
が
あ
っ
て
み
れ

ば、
多
く
の
市
町
村

が合
併
を

急
ぐ
の
も
理
解
で
き
る。
だ

が、
こ
れ
か
ら
は
本
当
の
意
味

で
の
「
地
方
の
時
代」
に
な
ら

－
な
貯
れ
ば、
日
本
全
体
が
沈
没

し
か
ね
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

時
代
な
の
で
も
あ
る。
そ
の
よ

う
な
時
代
に
は、
そ
れぞ
れ
の

地
方
が
固
有
の
歴
史
と
文
化
に

根
づ
い
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
自
覚
し
深
め
る
乙
と
に
よ
っ

て、
単
な
る
お
国

自慢
の
域
を

脱
し
た、
世
界
に
潤
す
る
特
色

を
持
つ
こ
と
が
必
要
に
な
る。

長
野
県
で
は、
島
崎
藤
村
ゆ

か
り
の
木
曽
の
馬
飽
宿
を
も
っ

山
口
村
が
中
津
川
市
に
越
境
合

併
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て、
論

識
が
起
き
て
い
る
と
い
う。
毘

士去工
藤
の
時
代
に
は
そ
こ
に
住

む
人
々
の
民
意
が
噂
毘
さ
れ
な

げ
れ
ば
な
ら
な
い
が、
同
時
に

ま
た、
歴
史
に
よ
っ
て
培
わ
れ

て
き
た
文
化
価
値
は
そ
の
地
に

生
き
る
人
々
の
時
空
を
超
え

て、
広
く
県
民
全
体
の、
さ
ら

に
は
国
民
全
体
の
公
共
財
な
の

だ
と
い
う
観
点
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う。
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