
前
回
に
続
き
、
一
茶
が
高
砂
に

来
て
詠
ん
だ
句
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。
ま
ず
、
曽
根
天
満
宮
で
の

句
。世

の
人
に

見
よ
と
枯
れ
た
か
松
片
枝

散
松
葉

昔
な
が
ら
の
掃
除
番

前
者
の
句
は
、
実
は
作
者
に
よ
っ

て
墨
で
消
さ
れ
て
い
ま
す
。
意
に

満
た
な
い
句
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
曽
根
天
満
宮
の
名
松
が
片
枝

枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
惜
し

ん
で
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
世
の
人

へ
の
警
鐘
と
し
て
、
松
は
己
れ
の

枝
を
半
分
枯
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
も
の
。
警
鐘
の
内
容

は
い
く
ら
で
も
考
え
ら
れ
そ
う
で

す
。
こ
の
句
に
は
季
語
が
あ
り
ま

せ
ん
。
や
は
り
未
完
成
で
す
。
後

者
は
、
変
わ
ら
ぬ
松
と
そ
の
散
松

葉
を
掃
除
し
て
き
た
人
、
つ
ま
り

年
々
歳
々
繰
り
返
す
い
と
な
み
を

詠
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
背
後
に

は
、
曽
根
天
満
宮
と
松
の
歴
史
の

古
さ
に
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

季
語
は
「
散
松
葉
」
で
夏
。

十
か
へ
り
の

花
い
く
か
へ
り
の
石
室
か
よ

こ
れ
は
石
の
宝
殿
で
の
句
。「
十
か

へ
り
の
花
」
は
百
年
に
一
度
咲
く

と
い
わ
れ
る
松
の
花
の
こ
と
で
す
。

今
、
石
の
宝
殿
の
側
に
は
松
の
花

が
咲
い
て
い
る
が
、
百
年
に
一
度

咲
く
と
い
う
こ
の
花
が
、
い
っ
た

い
何
度
咲
い
た
こ
と
だ
ろ
う
、
と

い
う
意
味
で
、
や
は
り
、
石
の
宝

殿
の
永
久
を
讃
え
て
い
ま
す
。
季

語
は
「
松
の
花
」
で
春
。

先
づ
し
る
き

前
の
池
哉
さ
く
ら
哉

田
中
布
舟
邸
を
訪
ね
て
、
挨
拶
の

一
句
で
す
。
布
舟
は
、
自
邸
を
暮

桜
亭
と
称
し
て
い
ま
し
た
。
桜
が

植
わ
っ
て
美
し
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
酒
造
家
で
富
豪
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
か
ら
、
豪
邸
が
想
定
さ
れ

ま
す
。
邸
内
に
通
さ
れ
て
ま
ず
目

に
入
っ
た
の
は
、
庭
の
池
、
そ
し

て
暮
桜
亭
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
見

事
な
桜
、
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

美
し
い
庭
の
池
と
桜
を
ほ
め
て
、

挨
拶
の
吟
と
し
ま
し
た
。
季
語
は

「
桜
」
で
春
。

こ
れ
ら
は
、
寛
政
七
年
三
月
十

三
日
に
詠
ん
だ
句
で
、
同
日
に
夏

と
春
の
季
語
を
詠
ん
で
い
ま
す
が
、

「
散
松
葉
」
は
ま
だ
夏
の
季
語
と

し
て
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

世
の
人
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
曽
根

の
松
の
威
厳
や
、
石
の
宝
殿
の
歴

史
の
古
さ
を
讃
え
、
訪
問
し
た
布

舟
の
邸
宅
を
ほ
め
る
、
一
茶
の
句

は
、
そ
の
地
の
名
所
旧
跡
や
人
物

を
讃
え
た
、
典
型
的
な
旅
の
俳
句

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
市
史
編
さ
ん
特
別
執
筆
者

富
田
志
津
子
）

▲ 曽根天満宮にある一茶の句碑

た

か

さ

ご

史

話
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