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心
に
残
る
詩

　
　

私
た
ち
の
ち
か
い

一
、
自
分
の
殻か

ら

に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く

　
　

穏お
だ

や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉
を
大
切
に
し
ま
す

　
　

微ほ

ほ

え笑
み
か
け
る
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
む
さ
ぼ
り　

い
か
り　

お
ろ
か
さ
に
流
さ
れ
ず

　
　

し
な
や
か
な
心
と
振
る
舞
い
を
心
が
け
ま
す

　
　

心
安
ら
か
な
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
自
分
だ
け
大
事
に
す
る
こ
と
な
く

　
　

人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
い
ま
す

　
　

慈じ

ひ悲
に
満
ち
た
仏
さ
ま
の
よ
う
に

一
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

　
　

日
々
に
精せ

い
い
っ
ぱ
い

一
杯
つ
と
め
ま
す

　
　

人
々
の
救
い
に
尽
く
す
仏
さ
ま
の
よ
う
に

　

プ
ー
チ
ン
大
統
領
閣
下　
　

納
谷
昭
一
郎
（
83
）

プ
ー
チ
ン
大
統
領
閣
下

弱
い
者
た
ち
を

い
じ
め
な
い
で
く
だ
さ
い

多
く
の
人
た
ち
を

死
な
せ
な
い
で
く
だ
さ
い

ス
ラ
ヴ
の
美
し
い
街
々
を

こ
わ
さ
な
い
で
く
だ
さ
い

ス
ラ
ヴ
の
大
地
が
育
ん
だ

豊
か
で
偉
大
な
文
化
を

世
界
は
尊
敬
し
て
い
ま
す

だ
か
ら

プ
ー
チ
ン
大
統
領
閣
下

ス
ラ
ヴ
に
平
和
と
安
穏
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
経
新
聞
「
朝
の
詩
」
よ
り
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一

口

法

話

　
　

「
転
」
の
宗
教

　

浄
土
真
宗
は
「
転
」
の
宗
教
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
ご
書
物
の
中
で
、
随
所
に
「
転

の
徳
」
を
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

い
く
つ
か
拾
い
だ
し
て
み
ま
す
と
、

　

「
園え

ん
ゆ
う融

至し

と

く徳
の
嘉か

ご

う号
は
、
悪
を
転
じ
て

4

4

4

徳
を 

   

成
す
正
智
」

　
　

★
園え

ん
ゆ
う融

至し

と

く徳
の
嘉か

ご

う号
と
は
南
無
阿
弥
陀

　
　
　

仏
の
こ
と
で
す

　

「
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の

  

風
静
か
に
、
衆し

ゅ
う
か禍

の
波
転
ず
4

4

」

　

「
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
た
る
、
南
無
阿
弥

　
　

陀
仏
を
称
う
れ
ば
、
三
世
の
重
障
み
な
な

　
　

が
ら
、
必
ず
転
じ
て

4

4

4

軽
微
な
り
」

　

「
弥
陀
智
願
の
広
海
に
凡
夫
善
悪
の
心
水
も

　

帰
入
し
ぬ
れ
ば
す
な
わ
ち
に
大
悲
心
と
ぞ

　

転
ず
4

4

な
る
」

 
 

こ
の
よ
う
に
、
念
仏
者
の
生
活
の
上
に
恵

ま
れ
る
大
き
な
力
を
「
転
」
と
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

で
は
「
転
」
と
は
一
体
ど
ん
な
意
味
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
味
わ

う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

一
、
私
の
人
生
に
何
が
来
て
も
構
い
ま
せ

     

ん
。

　

二
・
な
ぜ
な
ら
ど
ん
な
時
に
も
、
そ
れ
を

    

喜
び
に
変
え
る
（
転
ず
る
）
力
を
恵
ま

　
　

れ
て
い
ま
す
。

　　

妙
好
人
（
篤
信
の
念
仏
者)

と
し
て
名
高

い
足
利
源
左
さ
ん
は
、
そ
の
生
涯
、
ど
ん
な

時
で
も
「
よ
う
こ
そ
、
よ
う
こ
そ
、
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
過
ご
さ
れ
た
と
聞
き
ま
す
。

 

つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
悲
し
い
こ
と
に

出
遭
っ
て
も
、
決
し
て
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
の

で
は
な
く
、
「
我
が
身
に
起
き
る
一
切
の
出
来

事
は
、
ご
法
義
（
お
念
仏
の
み
教
え
）
を
喜

ぶ
大
事
な
ご
縁
な
ん
だ
」
と
、
前
向
き
に

受
け
止
め
て
い
か
れ
ま
し
た
。

　

決
し
て
や
せ
我
慢
で
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
こ
う
な
っ
た
の
は
こ
う
な
る
だ

け
の
一
大
道
理
（
縁
起
の
道
理
）
が
あ
っ

た
の
だ
と
納
得
し
、
前
向
き
に
受
け
止
め

て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
念
仏
者

と
し
て
の
確
か
な
了り

ょ
う
げ解

が
あ
っ
た
か
ら
で

す
。

　

思
え
ば
、
私
た
ち
の
人
生
は
老
、
病
、

死
を
初
め
、
苦
労
、
失
敗
、
不
運
等
々
、

障
害
だ
ら
け
の
人
生
で
す
。
不
満
を
言
い

出
せ
ば
、
一
生
不
満
を
言
う
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
い
か
な
る
事
も

お
念
仏
を
喜
ぶ
大
事
な
ご
縁
と
し
て
頂
く

こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
障
害
だ
ら
け
の
こ

の
人
生
が
、
障
害
の
な
い
人
生
へ
と
転
じ

ら
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
お
念
仏
に
生
き
る
人
々
を
、

「
念
仏
者
は
無む

碍げ

の
一
道
な
り
」
（
『
歎
異
抄
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第
十
条
』
）
と
仰
ら
れ
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
念
仏
者
は
障
害
の
な
い
人
生
を
歩

む
こ
と
が
出
来
る
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
「
障
害
の
な
い
人
生
」
と
い

う
の
は
前
述
の
通
り
「
障
害
を
障
害
と
感
じ

な
い
人
生
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

障
害
は
依
然
と
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
を
障
害
と
し
な
い
、
そ
う
い
う
人
生
を
歩

む
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

　

問
題
が
「
な
く
な
る
」
の
で
は
な
く
、「
な

く
な
ら
ぬ
問
題
」
の
一
つ
一
つ
が
解
け
る
の

で
す
。
そ
の
解
く
力
が
「
念
仏
の
智
慧
」
な

の
で
す
。　
　
　

　

甲か

い斐
和わ

り

こ

里
子
（
京
都
女
子
大
創
設
者
）
女

史
は
、
そ
う
し
た
念
仏
者
の
人
生
を
次
の
よ

う
に
詠
っ
て
い
ま
す
。

　

岩
も
あ
り　

木
の
根
も
あ
れ
ど　

さ
ら
さ

ら
と　

た
だ
さ
ら
さ
ら
と　

水
の
流
る
る

　

川
の
水
は
、
岩
や
木
の
根
っ
こ
な
ど
の
障

害
が
あ
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
を
障
害
と
せ

ず
、
川
上
か
ら
川
下
へ
と
自
在
に
流
れ
て
い

く
。
し
か
も
、
そ
の
障
害
を
避
け
よ
う
と
す

る
の
で
も
な
く
、
ま
た
反
対
に
突
っ
張
る
こ

と
も
な
く
、
川
は
淡
々
と
流
れ
て
い
く
。

念
仏
者
の
人
生
も
ま
た
こ
の
風
情
で
あ
る
と

い
う
歌
で
す
。

　

障
害
を
障
害
と
し
な
い
、
否
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
障
害
を
恵
み
と
さ
え
い
た
だ
い
て
い
く
。

ま
さ
に
、
お
念
仏
の
み
教
え
は
、
こ
の
人
生

を
自
在
に
生
き
る
道
を
説
い
た
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
し
て
そ
の
よ
う
に
歩
む
人
々
を
阿
弥

陀
さ
ま
は
最
大
の
賛
辞
を
も
っ
て
次
の
よ
う

に
褒
め
讃
え
て
下
さ
る
の
で
す
。

　

仏
言
広
大
勝し

ょ
う
げ
し
ゃ

解
者　

是ぜ

に

ん人
名
芬
陀
莉
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
正
信
偈
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

何
と
あ
な
た
は
人
生
の
難
問
題
を
見
事
に

解
決
し
て
い
く
も
の
じ
ゃ
。
ま
る
で
泥
中
に

咲
く
芬ふ

ん

だ

り

け

陀
莉
華
（
白
蓮
華
）
の
よ
う
で
あ
る

と
ほ
め
讃
え
て
下
さ
る
の
で
す
。

　

蓮
の
花
は
泥
の
中
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら
、

泥
水
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
美
し
い
華
を

咲
か
す
こ
と
に
例
え
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
が
身
に
起
き
る
一
切
の
出

来
事
を
、
ご
法
義
を
喜
ぶ
ご
縁
に
し
て
い
く

(

転
じ
て
い
く
）
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
苦
難
の

人
生
の
中
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
は

す
で
に
苦
は
な
く
な
る
の
で
す
。

　

そ
れ
が
お
念
仏
の
教
え
に
生
き
る
人
々
の

の
人
生
で
す
。

　

ま
さ
に
お
念
仏
の
教
え
が
、「
智
慧
の
念
仏
」

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。
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ー
お
盆
に
つ
い
て
ー　

昨
年
も
同
様
の
説
明
を
し
て
い
ま
す

　

お
盆
は
仏
教
行
事
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
行
事
で
す
。
そ
こ
で
、

　

お
盆
に
か
か
わ
る
疑
問
点
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

　

特
に
浄
土
真
宗
の
お
盆
の
意
義
に
つ
い
て
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

問　

な
ぜ
お
盆
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
？

答　

お
盆
は
正
式
に
は
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
古

　
　

い
言
葉
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
を
音
写
し
た
も
の
で
す
。

　
　

意
味
は
「
倒
懸
＝
逆
さ
ま
に
吊
る
さ
れ
る
＝
大
変
な
苦
し
み
」
と
い

　
　

う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
者
を
救
う
仏
事
を

　
　

盂
蘭
盆
会
、
盆
会
、
略
し
て
お
盆
と
い
う
の
で
す
。

問　

お
盆
の
期
間
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
で
す
か
？

答　

「
盂
蘭
盆
経
」
の
説
話
に
よ
れ
ば
、
旧
暦
７
月
15
日
に
あ
た
り
ま
す
。

　
　

そ
れ
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
13
日
に
亡
き
人
の
霊
が
こ
の
世
に

　
　

か
え
り
、
14
、
15
日
と
滞
在
し
、
16
日
に
再
び
あ
の
世
に
か
え
る

　
　

と
い
う
民
間
信
仰
が
定
着
し
ま
し
た
。
こ
の
通
説
か
ら
、
現
在
は
、

　　　

13
日
～
16
日
の
間
が
お
盆
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
浄
土
真
宗
で
は
亡
き
人
は
命
終
え
る
と
同
時
に
、
阿
弥
陀

　
　

さ
ま
の
ご
本
願
の
ハ
タ
ラ
キ
（
本
願
力
）
で
直
ち
に
仏
さ
ま
に
な
ら

　
　

れ
ま
す
。
そ
う
し
て
、
迷
え
る
私
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
す
ぐ
さ
ま

　
　

娑し

ゃ

ば婆
世
界
へ
還
っ
て
こ
ら
れ
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
私
た
ち
を
護ま

も

り
、

　
　

導
い
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
盆
の
時
し
か
、
か
え
ら
な
い
と

　
　

い
う
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
迎
え
火
や
送
り
火
は
し
ま
せ
ん
。

問　

ど
の
よ
う
な
お
飾
り
を
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？　
　

答　

浄
土
真
宗
で
は
、
お
盆
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
か
特
別
な
お
飾
り
を
す
る

　
　

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

し
か
し
、
お
盆
の
ご
縁
を
大
切
に
す
る
意
味
合
い
か
ら
、
お
仏
壇
を
お
掃

　
　

除
し
、
お
法
事
の
時
の
よ
う
に
、
仏
具
は
五
具
足
（
ロ
ー
ソ
ク
た
て
一
対
・

　
　

花
立
一
対
・
香
炉
）
に
し
て
、
お
菓
子
・
果
物
・
お
餅
を
お
供
え
す
る
の

　
　

が
良
い
で
し
ょ
う
。

　
　

ま
た
、
他
宗
で
は
、
亡
き
人
の
霊
を
迎
え
て
追つ

い
ぜ
ん
え
こ
う

善
回
向
を
す
る
た
め
に
、

　
　

「
精

し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な

霊
棚
」
と
い
っ
た
も
の
を
用
意
し
ま
す
。
精
霊
棚
の
前
で
読
経
す
る

　
　

こ
と
か
ら
「
棚

た
な
ぎ
ょ
う

経
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
　

浄
土
真
宗
で
は
こ
う
し
た
棚
は
し
ま
せ
ん
。　
　
　

問　

浄
土
真
宗
の
お
盆
の
意
義
と
は
？

答　

古
く
か
ら
民
間
信
仰
と
し
て
ご
先
祖
が
か
え
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
る
こ
の

　
　

時
期
に
、
亡
き
人
の
ご
恩
を
偲し

の

び
つ
つ
、
「
こ
の
私
も
い
ず
れ
、
お
浄
土

　
　

に
参
ら
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
、
私
の
い
の
ち
の
帰
る
べ
き
ふ
る
さ
と
が
お

　
　

浄
土
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
そ
の
尊
い
ご
縁

　
　

に
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
浄
土
真
宗
の
お
盆
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。
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驚
愕
の
事
実

　
　
　

見　

仏

　

他
宗
で
は
悟
り
の
行
の
一
つ
に
「
見
仏
好こ

う
そ
う
ぎ
ょ
う

相
行
」

と
い
う
仏
さ
ま
の
姿
を
見
る
行
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
行
は
仏
様
の
姿
を
見
な
い
う
ち
は
終
わ
ら
な
い

と
言
わ
れ
て
お
り
、
長
引
い
た
ら
５
年
、
10
年
と

か
か
る
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
行
を
通
し
て
見
仏
を

体
験
さ
れ
た
堀ほ

り
さ
わ
そ
も
ん

澤
祖
門
和
尚
の
体
験
談
で
す
。

　

和
尚
は
当
初
見
仏
の
期
待
に
胸
を
膨ふ

く

ら
ま
せ
て

一
日
十
四
時
間
の
行
を
繰
り
返
す
の
で
す
が
、
し

ば
ら
く
す
る
と
行
の
苦
し
さ
か
ら
深
刻
な
懐か

い

ぎ疑
心

に
悩
ま
さ
れ
る
の
で
す
。

　

「
仏
様
が
出
て
く
る
と
言
う
け
れ
ど
も
そ
ん
な

も
の
は
嘘
っ
ぱ
ち
に
違
い
な
い
」　

　

「
俺
は
一
体
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」

　

そ
ん
な
思
い
で
続
け
て
い
く
修
行
は
苦
痛
そ
の

も
の
で
す
。
そ
の
内
、
見
仏
の
期
待
も
諦

あ
き
ら

め
、
た

だ
黙
々
と
修
行
を
続
け
た
そ
う
で
す
。
そ
の
よ
う

な
日
々
が
何
週
間
か
過
ぎ
去
り
、
修
行
を
始
め
て

三
か
月
、
和
尚
が
、
床
に
座
っ
て
仮
睡
を
し
て
い

夜
中
の
こ
と
で
す
。

　

わ
ず
か
な
ロ
ー
ソ
ク
の
ほ
の
暗
い
堂
内
に
仏
さ

ま
が
ス
ー
ッ
と
姿
を
現
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
と

同
時
に
和
尚
は
激
し
い
シ
ョ
ッ
ク
で
目
を

覚
ま
し
た
と
言
い
ま
す
。
目
を
覚
ま
し
て
も
そ
こ

に
仏
様
が
は
っ
き
り
と
お
ら
れ
た
の
で
す
。
目
を
開

い
て
も
目
を
閉
じ
て
も
仏
様
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
、
こ
の
開
目
・
閉
目
こ
そ
が
好
相
を
得

る
条
件
の
一
つ
で
す
。

　

身
の
丈
お
よ
そ
一
メ
ー
ト
ル
程
度
、
四
、
五
メ
ー
ト

ル
前
方
で
、
し
か
も
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
空
中

に
仏
様
が
立
っ
て
お
ら
れ
て
和
尚
を
見
つ
め
、
少
し

ず
つ
動
い
て
こ
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
。
余
り
の
感
動

で
硬
直
し
た
身
体
で
思
わ
ず
合
掌
し
て
仏
様
を
見
上

げ
て
い
た
の
で
す
が
全
身
が
ガ
タ
ガ
タ
震
え
て
止
ま

り
ま
せ
ん
。
お
ま
け
に
両
眼
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
出
て

止
ま
ら
ず
、
汗
と
一
緒
に
な
っ
て
顔
の
上
を
流
れ
落

ち
る
の
分
か
る
の
で
す
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
仏
様
の
手
元
か
ら
一
本
の
細
い

帯
の
よ
う
な
も
の
が
ス
ー
ッ
と
お
り
て
き
て
和
尚
の

腰
の
と
こ
ろ
を
巻
い
て
、
そ
の
ま
ま
仏
様
の
手
元
へ

返
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
し
て
仏
様
が
そ
の
紐
を

お
取
り
に
な
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
後
方
へ
バ
ッ
ク
な
さ

る
。
そ
う
す
る
と
紐
を
巻
か
れ
た
和
尚
の
腰
の
と
こ

ろ
に
軽
い
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
り
思
わ
ず
浮
か
び
上
が
ろ

う
と
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
刹
那
に
仏
様
は
だ
ん

だ
ん
遠
ざ
か
り
そ
の
ま
ま
闇
へ
と
溶
け
込
む
よ
う
に

消
え
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
出
来
事
が
夢
や
幻
で
な
い

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

す
ぐ
さ
ま
師
僧
を
訪
ね
て
今
得
た
出
来
事
を
報
告

し
ま
す
。
師
匠
と
は
好
相
行
の
体
験
者
で
、
今
日
ま

で
堀
澤
和
尚
を
指
導
さ
れ
て
き
た
人
で
す
か
ら
、
和

尚
の
心
の
内
は
す
べ
て
お
見
通
し
で
す
。
状
況
を
一

通
り
話
す
と
、
師
僧
は
「
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
君
の

体
験
は
間
違
い
な
く
好
相
で
す
」
と
認
可
さ
れ
た
と

言
い
ま
す
。
こ
れ
で
和
尚
の
実
体
験
が
「
見
仏
」
で

あ
っ
た
と
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
と

と
も
に
苦
し
い
修
行
の
終
了
宣
言
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。

堀
澤
祖
門

　

京
都
大
学
経
済
学
部
学
生
時
代
に
比
叡
山
に
上
り
、

　

仏
道
を
究
め
た
い
と
中
退
し
、
叡
南
祖
賢
の
弟
子
と

　

な
る

　

平
成
25
年
か
ら
、
三
千
院
門
跡
門
主
。

　

元
叡
山
学
院
院
長

【
注
】
浄
土
真
宗
で
は
自
ら
の
能
力
を
も
っ
て
悟
り
を

開
く
と
い
う
自
力
聖
道
門
の
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
行
も
で
き
な
い
愚
か
な
凡
夫
の
私
を
目
当

て
に
救
い
の
法
を
成
就
し
て
い
た
だ
い
た
阿
弥
陀
如
来

に
お
任
せ
を
す
る
と
い
う
他
力
浄
土
門
の
教
え
で
す
。

今
回
の
お
話
は
自
力
聖
道
門
に
立
つ
お
話
で
す
の
で
参

考
ま
で
に
お
読
み
く
だ
さ
い
。



　　

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
日
は
七た

な
ば
た夕

で
す
。
梅つ

ゆ雨

も
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
後
半
に
入
り
暑
さ
も
本
格
的
に

な
っ
て
い
ま
す
。
七
夕
と
い
う
行
事
は
俳
句
を
す
る
人

に
と
っ
て
少
々
や
っ
か
い
で
、
正
し
く
は
旧
暦
七
月
七

日
の
行
事
で
あ
り
、
秋
の
季
語
に
な
り
ま
す
。
新
暦
の

ま
ま
「
今
日
は
七
夕
で
す
」
と
テ
レ
ビ
で
言
う
の
を
聞
き
、

つ
い
七
夕
の
句
を
作
り
句
会
で
発
表
し
、
「
今
は
ま
だ
夏

な
の
で
七
夕
の
句
は
秋
に
な
っ
て
か
ら
に
し
ま
し
ょ
う
」

な
ど
と
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。
さ
て
、

先
号
か
ら
は
一
年
を
二
十
四
に
き
ざ
ん
だ
二
十
四
節せ

っ

き気

に
つ
い
て
俳
句
を
み
て
い
ま
す
。
今
号
は
、
夏
と
秋
の

そ
れ
ぞ
れ
六
つ
の
節
気
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
夏
）

　

立
夏　

五
月
五
日
～
五
月
二
十
日
頃

　

小
し
ょ
う
ま
ん

満　

五
月
二
十
一
日
～
六
月
五
日
頃

　

芒ぼ
う
し
ゅ種　

六
月
六
日
～
六
月
二
十
日
頃

　

夏げ

し至　

六
月
二
十
一
日
～
七
月
六
日
頃

　

小
暑　

七
月
七
日
～
七
月
二
十
二
日
頃

　

大
暑　

七
月
二
十
三
日
～
八
月
六
日
頃

（
秋
）

　

立
秋　

八
月
七
日
～
八
月
二
十
二
日
頃

　

処し
ょ
し
ょ暑　

八
月
二
十
三
日
～
九
月
七
日
頃

　

白は

く

ろ露　

九
月
八
日
～
九
月
二
十
二
日
頃
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趣
味
の
広
場

　

秋
分　

九
月
二
十
三
日
～
十
月
七
日
頃

　

寒
露　

十
月
八
日
～
十
月
二
十
二
日
頃

　

霜そ
う
こ
う降　

十
月
二
十
三
日
～
十
一
月
六
日
頃

　

塩し
お
つ
ぼ壷

の
白
き
を
磨み

が

く
小
暑
か
な　

山
西　

雅
子

　

青
竹
に
空
ゆ
す
ら
る
る
大
暑
か
な　

飴
山
實

　

大
暑
な
り
能の

と登
黒く

ろ
が
わ
ら

瓦
か
が
や
け
り　

高
島
筍
雄

　

夏
の
二
十
四
節
気
は
今
日
の
時
点
で
夏
至
ま
で
も
う

過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
小
暑
と
大
暑
二
つ
し
か
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。
例
句
も
以
上
の
三
句
し
か
あ
げ
ま
せ
ん
が
、

い
か
に
も
真ま

な

つ夏
ら
し
い
三
句
で
す
。
塩
を
入
れ
る
壷
や

青
竹
・
能
登
産
の
黒
瓦
を
材
料
に
見
た
風
景
を
感
じ
た

こ
と
、
日
常
生
活
の
ひ
と
コ
マ
を
さ
り
げ
な
く
俳
句
に

し
た
だ
け
で
す
が
、
暑
さ
や
真
夏
の
季
節
感
は
良
く
伝

わ
っ
て
き
ま
す
ね
。
俳
人
は
、
暑
い
と
か
苦
し
い
と
か

直
接
俳
句
で
は
表
現
せ
ず
、
俳
句
を
読
ん
だ
人
に
感
じ

取
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
大
切
に
し
ま
す
。
こ
の
時
期
の

季
語
に
は
「
猛も

う
し
ょ暑

」
、
「
酷こ

く
し
ょ暑

」
、
「
炎

え
ん
ち
ゅ
う

昼
」
、
「
熱
帯
夜
」
、

「
炎え

ん

暑し
ょ

」
、
「
灼や

く
」
な
ど
字
を
見
た
だ
け
で
も
暑
く
て

た
ま
ら
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
秋

で
す
。

　

急
ぐ
雲
急
が
ぬ
雲
に
秋
立
て
り　
　

細
見　

綾
子

　

秋
立
つ
や
こ
つ
こ
つ
と
越
す
跨こ

せ
ん
き
ょ
う

線
橋　

大
野
林
火

　

山
を
見
て
い
ち
に
ち
処
暑
の
机
か
な　

西
山　

誠

　

手て
な
ら
い習

の
仮か

な名
も
白は

く

ろ露
の
夕ゆ

う

べ
か
な　

笹
尾　
　

操

　

掌
て
の
ひ
らに

秋
分
の
蟻あ

り

や
は
ら
か
し　
　
　

桧
野　

子
草

　

水み
な
そ
こ底

を
水
の
流
る
る
寒か

ん

ろ露
か
な　
　

草
間　

時
彦

　

霜そ
う
こ
う降

や
地
に
ひ
び
き
た
る
鶏と

り

の
こ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
沢
伊
予
次

　

「
処
暑
」
は
暑
さ
も
少
し
や
わ
ら
ぐ
こ
ろ
、
「
白
露
」

は
朝
夕
露
が
お
り
始
め
、
「
秋
分
」
昼
と
夜
が
同
じ
長

さ
と
な
り
秋
も
本
番
。
「
寒
露
」
や
「
霜
降
」
は

い
よ
い
よ
冬
も
す
ぐ
そ
こ
。
例
に
あ
げ
た
七
句
に

も
そ
の
と
き
ど
き
の
季
節
の
感
じ
が
よ
く
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
夏
の
残
り
と
秋
の
句
を
か

け
足
で
見
ま
し
た
が
、
二
十
四
節
気
の
よ
う
に
約

二
週
間
き
ざ
み
く
ら
い
で
季
節
の
移
り
変
わ
る
様

子
を
昔
の
人
は
敏び

ん
か
ん感

に
と
ら
え
て
生
活
に
い
か
し

て
い
た
の
で
す
ね
。
話
を
現
在
の
七
月
初
め
に
戻

し
ま
す
が
、
昔
の
梅
雨
は
毎
日
の
よ
う
に
し
と
し

と
と
降
り
続
き
最
後
に
大
雨
や
雷
が
あ
っ
て
あ
る

日
す
か
っ
と
梅
雨
が
明
け
て
い
た
様
に
思
い
ま
す
。

今
ご
ろ
は
晴
れ
る
日
も
多
く
時
折
の
豪ご

う

う雨
、
線

せ
ん
じ
ょ
う状

降こ
う
す
い
た
い

水
帯
だ
と
か
聞
き
馴な

れ
な
い
言
葉
ま
で
耳
に
し
、

水
害
ま
で
当
り
前
の
よ
う
な
荒
れ
た
梅
雨
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
暑
さ
も
昔
と
少
々
ち
が
う
暑

さ
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
い
よ
い
よ
本
格
的
な

夏
が
ひ
か
え
て
い
ま
す
。
健
康
第
一
に
、
元
気
で

夏
を
乗
り
切
っ
て
下
さ
い
。

　　　

俳
句
を
楽
し
む
（
九
十
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
隆
を
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本
書
の
発
刊
目
的
は
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立

教
開
宗
８
０
０
年
を
ご
縁
と
し
て
念
仏
者
と
し
て
生
き
る
意

義
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
仏
法
が
現
代
社
会
の
問
題
や
こ

れ
か
ら
の
時
代
に
ど
う
貢
献
し
て
い
け
る
の
か
、
そ
の
可
能

性
を
示
し
、
広
く
宗
門
内
外
に
発
信
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

以
下
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

第
一
部　

み
教
え
に
生
き
方
を
問
い
聞
く　

　

第
一
章
「
生
き
方
を
課
題
と
す
る
事
の
意
義
と
意
味
」

　

第
二
章
ご
門
主
の
ご
教
示

　
　

第
一
節　

念
仏
者
の
生
き
方

　
　

第
二
節
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
に
学
ぶ

　
　

第
三
節　

新
し
い
「
領
解
文
」
に
学
ぶ

　

第
三
章
「
生
き
方
」
を
問
う
と
は

第
二
部　

宗
門
の
い
ま

第
三
部　

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お
け
る
仏
教
、
浄
土
真
宗　

が
果
た
し
う
る
こ
と
（
鼎
談
）

『
新
時
代
の
浄
土
真
宗
』

【本文】　双鷺下

【意味】　二羽の鷺
さぎ

が下りてくる
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言葉のプレゼント

話

題

★
住
職
の
子
供
た
ち
も
順
調
に
成
長
し
て

い
ま
す
。
こ
の
四
月
か
ら
長
女
の
心
は
小
学

四
年
生
、
二
女
の
美
乃
梨
は
小
学
二
年
生
、

長
男
光
は
幼
稚
園
年
中
さ
ん
に
な
り
ま
し

た
。
四
月
二
十
四
日
、
住
職
家
族
五
人
で

本
山
に
参
拝
し
ま
し
た
。

★
六
月
五
日
愛
媛
銀
行
西
条
支
店
で
グ
ラ

ン
ド
オ
ー
プ
ン
が
あ
り
長
男
の
光
が
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
で
マ
リ
ヤ
幼
稚
園

の
園
児
と
一
緒
に
踊
り
を
披
露
し
ま
し
た
。

そ
の
模
様
が
テ
レ
ビ
愛
媛
・
あ
い
テ
レ
ビ

な
ど
で
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
で
放
映
さ
れ
ま

し
た
。

★
前
住
夫
妻
は
健
康
を
兼
ね
て
毎
日
ウ
ォ-

キ
ン
グ
を
続
け
て
い
ま
す
。　
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南岳山光明寺 検索

　

★
次
回
発
行
予
定
…
11
月
下
旬

「
光
明
寺
だ
よ
り
」
を
ご
家
族
の
皆
さ
ん
で

お
読
み
く
だ
さ
い

意い

し志
が
濁に

ご

れ
ば
意い

じ地
に
な
る

口く
ち

が
濁に

ご

れ
ば
愚ぐ

ち痴
に
な
る

徳と
く

が
濁に

ご

れ
ば
毒ど

く

に
な
る

    

【
川　

柳
】

★
お
む
か
え
は 

何い

つ時
で
も
い
い
が 

今
日
は
嫌

★
ウ
イ
ル
ス
も 

上
司
の
指
示
も 

変
異
す
る

★
マ
ス
ク
顔 
確
信
持
て
ず 

見
つ
め
あ
う

★
あ
っ
、
マ
ス
ク
！ 

降
り
た
階
段
ま
た
昇
り

★
名
所
よ
り 

ト
イ
レ
は
ど
こ
だ 

バ
ス
ツ
ァ
ー

★
読
み
終
え
て 

お
い
た
棚
に
は 

同
じ
本

★
あ
の
人
は 

歳と
し

や
と
話
す 

八
十
才


