
わ
く
ら
ば 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
田 

友 

 

大
堰
川
井
堰
の
水
の
わ
く
ら
ば
に
今
日
は
恃
め
し
暮
に
や
は
あ
ら
ぬ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
新
古
今 

藤
原
元
輔
） 

 

傳
聞
し
た
る
所
な
れ
ど
、
高
校
生
を
し
て
こ
の
歌
を
解
釋
せ
し
め
た
る
に
、
左
の
如
く
に
申
し
た
り

と
。 

 

大
堰
川
の
水
の
淀
め
る
淵
に
病
葉
の
浮
き
つ
漂
ひ
つ
す
る
を
見
た
り
。
あ
あ
、
今
日
こ
そ
は
川
の
畔
に

か
の
麗
し
き
女
性
と
の
邂
逅
あ
ら
め
と
待
ち
遠
に
し
て
、
病
葉
に
願
を
掛
け
て
待
ち
ゐ
た
る
に
、
日
落
ち

て
君
つ
ひ
に
お
は
し
ま
さ
ず
。
已
哉
。 

 

よ
く
ぞ
か
く
も
荒
唐
無
稽
な
る
誤
譯
の
あ
る
べ
き
。
歌
一
首
を
解
釋
す
る
に
五
に
過
ぐ
る
過
ち
を
犯
し

た
り
と
は
。 

 

ま
づ
第
四
句
な
れ
ど
、「
た
の
み
し
」（
Ａ
）
な
ら
で
「
た
の
め
し
」（
Ｂ
）
な
る
に
留
意
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。 

 

「
た
の
み
し
」
の
「
た
の
み
」（
Ａ
）
は
四
段
活
用
「
た
の
む
」（
Ａ
）
の
連
用
形
に
て
、
現
代
語
の

「
た
の
む
」
に
近
し
。
然
則
、「
た
の
め
し
」
に
あ
ら
で
「
た
の
み
し
暮
」
と
言
ひ
た
ら
ん
に
は
、
右
高

校
生
の
申
し
條
正
鵠
を
射
た
り
と
言
ふ
も
得
べ
し
。 

 

「
た
の
め
し
」
の
「
た
の
め
」（
Ｂ
）
は
下
二
段
活
用
「
た
の
む
」（
Ｂ
）
の
連
用
形
な
り
。
而
し
て
、

四
段
の
「
た
の
む
」（
Ａ
）
は
自
動
詞
、
下
二
段
の
「
た
の
む
」（
Ｂ
）
は
他
動
詞
。「
よ
こ
た
は
る
」
と

「
よ
こ
た
ふ
（
よ
こ
た
へ
る
）」、「
す
わ
る
」
と
「
す
う
（
す
ゑ
る
）」
に
同
じ
く
、
母
音
交
替
に
據
り

て
、
自
動
詞
・
他
動
詞
の
對
立
を
表
出
し
た
る
な
り
。（
右
四
つ
の
動
詞
、
英
語
に
て
はlie, lay; sit, 

set/seat

。
こ
れ
ま
た
母
音
交
替
に
據
り
て
自
動
詞
・
他
動
詞
の
變
換
を
す
。
天
の
配
剤
奇
異
な
り
と
言
は

ざ
る
べ
け
ん
や
） 



 
下
二
段
「
た
の
む
」（
Ｂ
）
は
現
代
語
「
た
の
ま
せ
る
」
と
解
し
て
大
過
な
し
。
特
に
妹
背
の
間
に

て
、
男
、
女
に
向
ひ
て
、「
今
日
は
必
ず
君
を
訪
ひ
て
一
夜
を
と
も
に
す
べ
し
。
ゆ
め
疑
ひ
た
ま
ふ
な
か

れ
」
と
の
謂
ひ
な
り
。
俗
な
る
譯
を
施
せ
ば
「
あ
て
に
さ
せ
る
」
な
ら
ん
か
。 

 

「
た
の
む
（
四
段
）」（
Ａ
）
をtru

st h
im

に
比
定
す
れ
ば
、「
た
の
む
（
下
二
段
）」（
Ｂ
）
は
す
な
は

ちm
ak

e h
er tru

st h
im

と
な
む
言
ひ
て
む
。 

 

こ
の
歌
に
於
て
は
、「
君
、
妾

わ
ら
は

に
『
汝
が
家
を
訪
れ
む
』
と
宣
ひ
し
は
今
宵
に
あ
ら
ず
や
。
あ
て
に
さ

せ
て
待
た
せ
た
る
に
夜
更
け
て
音
沙
汰
な
し
。
あ
あ
、
輕
薄
の
人
な
る
か
な
」
と
恨
み
た
る
歌
な
り
。 

 

平
安
の
世
に
は
、
男
、
女
の
家
を
訪
ね
て
契
り
を
交
す
が
常
な
り
。
す
な
は
ち
「
待
つ
」
の
語
あ
れ

ば
、
大
方
は
女
の
歌
と
斷
じ
て
誤
た
ざ
る
べ
し
。 

 

「
詠
み
人
は
淸
原
元
輔
（
淸
少
納
言
の
父
）。
男
の
歌
な
り
」
と
鬼
の
首
を
取
り
た
る
が
如
く
に
誹
謗

し
た
ま
ふ
な
か
れ
。
元
輔
男
に
し
て
、
縱
令
男
た
る
は
罪
な
ら
ん
と
も
、
そ
の
責
は
元
輔
こ
そ
負
ふ
べ
け

れ
、
何
爲

な
ん
す
れ
ぞ

爰
元

こ
こ
も
と

の
所
爲
な
ら
ん
や
。 

 

平
安
の
和
歌
に
は
、
男
、
女
の
身
に
な
り
て
作
り
た
る
歌
、
寔
に
多
し
。
就
中
、
西
行
・
定
家
の
戀
歌

は
過
半
こ
れ
に
當
る
と
い
ふ
を
得
べ
し
。
こ
れ
が
大
堰
川
の
歌
も
、
清
輔
、
自
ら
を
女
に
な
ぞ
ら
へ
て
歌

ひ
た
る
な
り
。 

 

因
み
に
、
小
倉
百
人
一
首
・
藤
原
定
家
の
「
来
ぬ
人
を
松
帆
の
浦
の
夕
凪
に
燒
く
や
藻
鹽
の
身
も
焦
が

れ
つ
つ
」
も
亦
、「
來
ぬ
人
を
待
つ
」
と
言
ひ
た
る
に
よ
り
て
、
女
の
身
に
な
り
た
る
歌
な
る
こ
と
瑩
ら

か
な
り
。 

  

さ
て
、
今
一
つ
、
こ
の
歌
の
重
大
な
る
ポ
イ
ン
ト
あ
り
。 

 

「
わ
く
ら
ば
」
は
「
病
葉
」
の
外
に
、「
ま
れ
に
・
た
ま
さ
か
に
」
な
る
副
詞
の
意
あ
り
て
、
此
處
は

正
し
く
さ
な
り
。
常
は
つ
れ
な
き
男
の
「
今
日
は
恃
み
て
待
た
れ
よ
か
し
」（
こ
の
「
恃
み
」
は
Ａ
）
と

言
ひ
た
る
に
よ
り
て
、
女
、
欣
喜
雀
躍
、
菓
子
な
ど
取
り
繕
ひ
て
、
待
ち
ゐ
た
る
に
、
案
に
相
違
し
て
糠

喜
び
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。 



 
「
わ
く
ら
ば
」
に
は
兩
の
義
あ
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。 

  

し
か
ら
ば
、「
大
堰
川
井
堰
の
水
の
」
は
何
の
謂
ひ
ぞ
。「
水
に
浮
か
べ
る
病
葉
」
に
は
あ
ら
で
、「
水

の
湧
く
」（
泉
な
ど
の
如
く
水
の
湧
出
す
る
を
言
ふ
）
と
い
ふ
に
よ
り
て
、「
わ
く
ら
ば
」
の
「
わ
く
」
を

引
き
出
す
序
詞
な
り
。
豈
、
清
輔
の
傑
作
に
あ
ら
ず
や
。 

 

こ
の
歌
、「
病
葉
」
と
は
些
か
の
か
か
は
り
も
な
し
。
ま
た
、「
大
堰
川
」
は
歌
枕
に
過
ぎ
ず
、
別
段
渡と

月げ
つ

橋け
う

の
欄
干

お
ば
し
ま

に
凭
れ
て
水
面

み

の

も

を
眺
め
つ
つ
、
長
閑

な

が

め

し
た
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 

  

古
今
集
・
中
納
言
行
平
に
名
高
き
「
わ
く
ら
ば
に
」
の
歌
あ
り
。 

 
 

 

わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
鹽
垂
れ
つ
つ
佗
ぶ
と
答
へ
よ 

 

行
平
、
思
ふ
所
あ
り
て
、
須
磨
に
籠
り
て
あ
り
し
時
、
都
の
知
己
に
送
り
た
る
歌
。 

 

「
た
ま
さ
か
に
、
行
平
い
づ
こ
に
か
あ
る
と
問
ふ
人
あ
ら
ん
に
は
、
須
磨
の
浦
に
て
藻
鹽
の
水
を
垂
ら

し
つ
つ
詫
び
住
ひ
を
し
て
あ
り
と
答
ふ
べ
し
」
と
の
義
に
て
、
源
氏
物
語
須
磨
に
て
も
こ
れ
を
引
き
て
褒

む
る
あ
り
。 

  

「
わ
く
ら
ば
」
に
「
病
葉
」
を
宛
つ
る
の
由
來
は
定
か
な
ら
ず
。 

 

一
説
に
は
、「
わ
く
ら
ば
」
を
「
病
葉
」
に
宛
て
た
る
は
、
小
林
一
茶
の
俳
句
が
初
出
に
て
、「
わ
く
ら

葉
の
し
ん
ぼ
づ
よ
く
は
な
か
り
け
り
」
に
始
ま
る
と
言
へ
り
。 

 

然
而
、
萬
葉
集
に
既
に
例
あ
り
と
の
異
説
も
あ
り
て
、
左
の
歌
を
そ
の
証
左
と
す
。 

 
 

 

玉
に
貫
き
消け

た
ず
賜
ら
む
秋
萩
の
末う

れ

和
々
良
葉
に
置
け
る
白
露 

 

「
々
」
は
「
久
」
の
書
寫
の
過
ち
に
て
、「
和
久
良
葉
」
す
な
は
ち
「
わ
く
ら
ば
」
と
こ
そ
は
唱
へ
ら

る
れ
。 



 
「
秋
萩
の
梢
に
赤
き
病
葉
あ
り
。
上
に
置
い
た
る
白
露

し
ら
つ
ゆ

氣
爽

け

ざ

や

か
な
る
こ
と
玉
の
如
し
。
心
し
て
な
消
し

そ
。
穿
ち
て
絲
を
通
し
、
頸
飾

け
い
し
ょ
く

と
爲
し
て
、
我
に
賜
は
れ
か
し
」
と
歌
ひ
た
れ
ば
、
怕
る
ら
く
は
、
妹
の

背
に
戲
れ
て
ね
だ
り
た
る
に
あ
ら
ず
や
。 

 

「
病
葉
」
と
は
、
變
色
し
た
る
葉
の
義
な
れ
ど
、
紅
葉

も

み

ぢ

に
は
あ
ら
ず
。
夏
の
靑
葉
に
混
じ
り
て
赤
ら
み

た
る
葉
を
言
ふ
。
げ
に
「
病
に
衰
へ
た
る
葉
」
な
り
。
語
源
は
諸
説
あ
れ
ど
、「
赤
ら
む
葉
」
の
轉
じ
て

「
あ
か
る
ば
」、
さ
ら
に
訛
り
て
「
わ
く
ら
ば
」
と
ぞ
變
じ
た
る
と
い
ふ
が
有
力
な
り
。 

 
 

 

而
し
て
、「
病
葉
」
は
青
葉
の
中
に
稀
に
、
た
ま
さ
か
に
混
じ
る
異
物
な
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
轉
じ
て
、

「
稀
に
・
た
ま
さ
か
に
」
の
義
の
副
詞
生
じ
た
り
と
唱
へ
ら
る
。 

  

こ
れ
に
對
し
て
、
異
説
あ
り
。
上
古
中
世
に
は
「
病
葉
」
の
意
の
「
わ
く
ら
ば
」
は
、
右
の
「
秋
萩

の
」
を
除
き
て
用
例
稀
な
る
に
よ
り
て
、
眞
實
一
茶
に
至
り
て
漸
く
詠
ま
れ
た
る
に
あ
ら
ず
や
と
言
ふ
。 

 

愉
快
な
る
説
は
、
清
輔
の
名
高
き
右
「
大
堰
川
」
の
歌
に
て
、「
水
面
に
浮
き
た
る
病
葉
に
願
ひ
を
掛

く
」
な
る
誤
解
生
じ
、
か
つ
は
「
わ
く
ら
ば
」
の
「
ば
」
に
て
終
は
る
に
よ
り
て
、「
葉
」
を
宛
て
て
、

誤
用
の
生
じ
た
り
と
の
由
。 

  

は
た
ま
た
、
平
安
公
家
の
日
記
に
「
わ
く
ら
ば
」
を
「
稀
・
た
ま
さ
か
」
と
「
病
葉
」
と
の
掛
詞
に
し

た
る
珍
奇
な
る
歌
あ
り
。 

 
 

 

恃
む
れ
ば
今
日
松
枝
の
わ
く
ら
ば
に
相
ひ
見
し
人
を
え
や
は
忘
れ
む 

 

「
恃
め
ば
」（
Ａ
）
な
ら
で
「
恃
む
れ
ば
」（
Ｂ
）
な
れ
ば
、
下
二
段
に
し
て
、「
宛
に
さ
せ
る
」
の

義
。
男
の
今
日
來
む
と
て
宛
に
さ
せ
た
る
に
よ
り
て
、「
今
日
待
つ
」
な
り
。
而
し
て
、「
待
つ
」
を

「
松
」
に
掛
け
て
「
松
枝
」。
松
枝
に
病
葉
あ
り
と
て
「
松
枝
の
わ
く
ら
ば
」。
そ
の
「
わ
く
ら
ば
」
を

「
た
ま
さ
か
」
の
意
に
轉
じ
て
、「
た
ま
さ
か
に
見
る
つ
れ
な
き
人
、
や
は
か
忘
る
る
を
得
べ
き
」
と
嘆

き
た
る
な
り
。 



 
如
此
、
語
句
を
導
き
出
さ
ん
が
た
め
の
前
置
き
、
此
處
に
て
は
「
恃
む
れ
ば
今
日
松
枝
の
」
を
こ
そ
、

「
序
詞
」
と
は
言
ふ
な
れ
。
解
説
書
に
必
ず
説
か
る
る
所
な
れ
ど
、
こ
の
歌
の
歌
意
は
「
わ
く
ら
ば
に
相

ひ
見
し
人
を
え
や
は
忘
れ
む
」
に
凝
縮
せ
ら
れ
て
あ
り
。 

 

「
え
や
は
忘
れ
む
」
は
「
え
忘
る
」(can

 fo
rg

et)

、「
え
忘
れ
ず
」(can

n
o

t fo
rg

et)

の
反
語
。 

 

「
君
、
今
日
は
來
む
と
て
契
り
た
ま
へ
ば
、
待
ち
遠
に
し
て
夜
を
明
か
し
つ
れ
ど
、
つ
ひ
に
松
枝
の
病

葉
の
お
と
づ
れ
だ
に
聞
ゆ
る
な
し
。
君
に
會
ふ
こ
と
か
く
は
稀
な
り
。
あ
あ
、
つ
れ
な
き
人
を
忘
ら
れ
ぬ

の
條
、
な
ん
ぞ
口
惜
し
か
ら
ざ
る
」
と
の
義
な
る
べ
し
。 

 

こ
の
歌
、
口
調
も
巧
み
な
れ
ば
、
推
奬
す
べ
き
の
作
な
り
。
珍
奇
な
れ
ど
、
傑
作
と
言
ふ
べ
き
に
あ
ら

ず
や
。
君
、
諳
誦
せ
ら
れ
よ
か
し
。 

 


