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一
間
の
広
縁
一
輪
の
時
鳥
草 

 
 
 
 
 
 
 
 

守 

 【
自
句
自
解
】 

藤
村
旧
居
の
仲
秋
の
庭
に
開
け
放
た
れ
たL

字
形
の
広
縁
は
、
一
間
幅
の
広
々
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
受
付
兼
見
守
り
役
の
方
が
い
な
け
れ
ば
、
歩
き
疲
れ
た
足
を
投
げ
出
し
、
大

の
字
に
寝
転
が
り
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
名

の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
や
小
洒
落
た
造
り
の
プ
レ
ハ
ブ
ハ
ウ
ス

を
見
慣
れ
た
眼
に
は
、
伝
統
的
な
日
本
家
屋
の
提
示
す
る
空
間
美
の
素
晴
ら
し
さ
に
は
、
改

め
て
感
動
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
私
に
と
っ
て
垂
涎
の
的
で
あ
る
広
縁
に
は
、
文
机

の
上
の
一
本
の
時
鳥
草
だ
け
が
そ
の
存
在
を
許
さ
れ
て
い
た
。 

一
種
の
様
式
美
と
も
言
え
る
こ
の
景
観
を
表
す
た
め
に
、
「
一
間
の
・
・
・
一
本
の
・
・
・
」

と
い
う
数
詞
を
並
べ
、
こ
れ
に
名
詞
を
連
結
し
た
だ
け
の
極
め
て
簡
明
な
句
立
て
を
試
み
た
。 

 

藤
村
の
愛
で
し
閑
居
や
小
鳥
来
る 

 
 
 
 
 
 

友
子 

 【
秀
句
鑑
賞
】 

島
崎
藤
村
は
私
的
に
も
公
的
に
も
波
乱
万
丈
の
履
歴
を
重
ね
た
。
浪
漫
派
詩
人
と
し
て
颯

爽
と
登
場
し
、
後
に
自
然
主
義
文
学
に
転
じ
、
日
本
近
代
文
学
史
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
し

た
。
血
の
呪
い
と
も
言
う
べ
き
個
人
的
な
懊
悩
の
果
て
に
、
藤
村
が
晩
年
を
静
か
に
過
ご
し

た
小
さ
な
日
本
家
屋
が
、
主
な
き
ま
ま
秋
景
の
中
に
た
た
ず
ん
で
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
来
歴
の
藤
村
旧
居
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
小
鳥
来
る
」
の
季
語
が
効
い
て
い
る
。 

生
前
こ
の
家
に
ど
の
よ
う
な
客
人
が
来
訪
し
、
ど
の
よ
う
な
会
話
が
も
た
れ
た
の
か
を
知
る

由
も
な
い
け
れ
ど
も
、
小
鳥
だ
け
は
代
を
変
え
て
も
毎
年
、
何
一
つ
変
わ
ら
ず
に
訪
れ
る
の

で
あ
る
。
藤
村
は
、
墓
を
造
る
ほ
ど
大
磯
の
地
を
愛
し
、
こ
の
家
で
の
静
か
な
生
活
を
愛
で

た
の
で
あ
る
。 

 

湘
南
と
呼
ば
れ
し
海
や
鰯
雲 

 
 
 
 
 
 
 

幸 

 
 

【
秀
句
鑑
賞
】 

「
湘
南
」
の
語
源
は
中
国
湖
南
省
を
流
れ
る
湘
江
の
南
部
の
こ
と
で
あ
り
、
当
地
は
禅
宗

が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
日
本
の
湘
南
は
、
鎌
倉
幕
府
時
代
の
禅
宗
の
流
入
に
伴
っ
て
呼
称
が
広

ま
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
鎌
倉
・
藤
沢
中
心
説
（
相
模
川
以
東
）
の
論
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、

相
模
川
以
西
が
本
来
の
湘
南
で
あ
る
と
す
る
論
者
は
、
室
町
時
代
に
小
田
原
に
定
住
し
た
華



僑
の
子
孫
で
あ
る
崇
雪)

が
自
ら
創
設
し
た
鴫
立
庵
に
石
碑
を
建
て
、
こ
の
石
碑
に
「
著
盡
湘

南
清
絶
地
」
と
刻
ん
だ
こ
と
を
論
拠
に
挙
げ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
知
れ
ば
、
「
湘
南
と
呼
ば
れ
し
・
・
・
」
と
慨
嘆
す
る
気
持
ち
も
分

か
る
。
流
れ
ゆ
く
「
鰯
雲
」
は
時
の
移
ろ
い
に
よ
る
「
湘
南
」
の
中
心
地
の
移
動
を
象
徴
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
季
語
が
働
い
て
い
る
。 

大
磯
の
町
で
目
に
し
た
大
方
の
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
に
は
、
「
湘
南
」
の
文
字

が
表
記
さ
れ
て
い
た
。 

 

広
縁
の
古
式
の
鍵
や
ほ
と
と
ぎ
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

幸 

 【
秀
句
鑑
賞
】 

 

藤
村
旧
居
の
広
縁
に
臨
ん
で
詠
ん
だ
一
句
で
あ
る
が
、
広
縁
の
広
さ
そ
れ
自
体
を
取
上
げ

た
も
の
で
は
な
く
、
広
縁
に
付
い
て
い
る
ガ
ラ
ス
と
の
錠
前
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
ガ

ラ
ス
戸
に
装
着
さ
れ
て
い
る
錠
前
は
、
今
流
行
の
電
子
ロ
ッ
ク
や
メ
カ
ニ
カ
ル
ロ
ッ
ク
で
は

な
く
、
そ
の
日
本
家
屋
が
建
て
ら
れ
た
と
き
か
ら
装
着
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
古

色
蒼
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
ガ
ラ
ス
戸
を
二
三
度
滑
ら
せ
て
、
錠
前
を
確
か
め
て

い
た
。 

 

こ
の
結
果
得
ら
れ
た
言
葉
が
「
古
式
の
鍵
」
で
あ
る
。
「
古
式
」
と
形
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
当
該
家
屋
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
の
長
い
時
間
の
流
れ
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
も
、
単
に

「
古
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
て
「
古
式
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
屋
で
な
さ
れ

た
様
々
な
人
間
の
営
為
ま
で
が
、
格
式
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。 

前
記
し
た
見
守
り
役
の
女
性
か
ら
注
意
さ
れ
な
が
ら
、
俳
句
の
題
材
に
自
分
の
手
で
直
接

触
れ
、
錠
前
の
外
観
構
造
に
子
細
に
見
入
っ
た
こ
と
が
句
の
成
功
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
。 

 

波
音
の
高
き
庵
や
木
の
実
落
つ 

 
 
 
 
 
 
 

友
子 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

海
岸
近
く
の
段
丘
の
端
に
建
て
ら
れ
て
い
る
鴫
立
庵
の
地
理
的
状
況
と
、
密
生
し
た
木
々

に
取
り
囲
ま
れ
た
鴫
立
庵
の
敷
地
情
報
が
、
簡
潔
に
提
示
さ
れ
た
一
句
で
あ
る
。 

波
音
と
木
の
実
の
落
下
音
に
よ
っ
て
、
明
る
い
湘
南
の
海
に
面
し
な
が
ら
、
垣
根
の
よ
う

に
林
立
す
る
雑
木
の
も
た
ら
す
木
暗
さ
の
中
に
あ
る
鴫
立
庵
が
、
良
く
詠
ま
れ
て
い
る
。 

 

水
落
ち
て
鴫
立
庵
の
秋
深
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀
一 

 【
秀
句
鑑
賞
】 



 
鴫
立
庵
の
東
斜
面
下
を
流
れ
る
小
さ
な
川
に
着
目
し
て
鴫
立
庵
の
秋
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
水
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
に
流
れ
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に

瀧
と
呼
ば
れ
る
程
の
も
の
で
な
く
て
も
、
川
底
に
段
差
が
あ
っ
た
り
、
途
中
に
堰
な
い
し
堰

に
準
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
水
は
そ
の
高
低
差
を
落
下
し
、
そ
の
落
下
音
は
周
囲

に
響
き
伝
播
す
る
。
こ
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
は
庵
を
編
み
、
あ
る
い
は
庵
を
訪
れ
て
思
索
に
耽

る
者
に
と
っ
て
通
奏
低
音
と
し
て
共
存
し
、
あ
る
場
合
に
は
庵
の
一
要
素
と
し
て
内
在
化
さ

れ
る
。 

水
が
落
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
秋
が
呼
び
込
ま
れ
、
そ
れ
が
深
ま
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に
、

「
水
落
ち
て
・
・
・
・
・
秋
深
む
」
と
読
ま
れ
た
世
界
が
抵
抗
感
な
く
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
「
水
落
ち
て
」
と
の
措
辞
が
効
い
て
い
る
。 

 

十
月
の
点
る
ト
ン
ネ
ル
少
年
来 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

守 

 【
自
句
自
解
】 

 

大
磯
駅
を
降
り
て
直
ぐ
の
真
向
か
い
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
サ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ー
ム
が
あ
っ
た
。

入
構
に
は
事
前
許
可
が
必
要
と
の
看
板
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
雰
囲
気
に
惹
か
れ
て
、
問
責
は

覚
悟
の
上
で
入
り
込
ん
だ
。
手
前
の
付
属
中
・
小
学
校
の
校
舎
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
サ
ン
ダ
ー

ス
ホ
ー
ム
の
寮
本
体
と
の
間
は
、
自
然
の
段
丘
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
防
壁
と

も
言
え
る
段
丘
に
は
一
本
の
ト
ン
ネ
ル
が
掘
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
入
る
か
ど
う
か
逡
巡
し

て
い
る
と
き
、
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
側
に
人
影
が
現
わ
れ
た
。
さ
て
は
管
理
者
が
や
っ
て
来

て
注
意
さ
れ
る
の
か
と
身
構
え
た
と
こ
ろ
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ト
ン
ネ
ル
は
通
行
者
を

検
知
し
て
自
動
的
に
点
灯
さ
れ
、
確
か
な
靴
音
と
と
も
に
現
わ
れ
た
の
は
、
寮
生
の
一
人
の

高
校
生
で
あ
っ
た
。
は
き
は
き
し
た
礼
儀
正
し
い
そ
の
高
校
生
の
応
答
振
り
に
は
、
参
加
者

全
員
が
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。 
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