
　
選
・
村
松
五
灰
子

豆
受
け
て
横
綱
拝
む
老
婆
か
な

静
岡
県
　
水
口
　
　
淳

評
　
年
を
重
ね
る
も
良
し
。
元
気
で
あ
る
こ
と
で
人
気
力
士
の
豆
撒
き

に
も
出
会
え
、
豆
を
受
け
る
。
仏
さ
ま
も
横
綱
も
あ
り
が
た
い
。
ま
こ

と
感
謝
の
合
掌
で
あ
る
。
そ
ん
な
老
婆
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
さ
も
滲
む
姿
を

描
い
た
。

春
待
つ
や
失
語
の
妻
を
つ
れ
帰
る群

馬
県
　
山
本
　
俊
久

評
　
病
む
妻
を
愛
し
む
こ
こ
ろ
が
「
つ
れ
帰
る
」
で
あ
る
。
多
く
を
語

ら
ず
と
も
読
み
手
に
響
く
一
句
で
あ
る
。

◆
夕
さ
れ
の
湖う

み

に
鳰に
お

な
す
ゑ
く
ぼ
か
な 

岩
手
県
　
鈴
木
　
道
昭

◆
鏡
割
汁
粉
碗
に
お
と
っ
と
き 

東
京
都
　
鈴
木
　
洋
子

◆
大
寒
と
言
ひ
て
司
会
を
始
め
け
り 

岐
阜
県
　
金
子
　
嘉
幸

◆
着
ぶ
く
れ
て
医
院
の
椅
子
の
端
に
を
り 

兵
庫
県
　
内
藤
　
昭
子

◆
も
の
の
芽
や
入い
り

相あ
い

の
鐘
七
つ
八
つ 

宮
城
県
　
須
藤
智
恵
子

◆
幸
せ
の
固
ま
り
と
な
り
日
向
ぼ
こ 

島
根
県
　
藤
江
　
　
尭

◆
煮
凝
り
に
先
づ
手
を
伸
ば
す
父
な
り
き 

広
島
県
　
小
畑
　
宣
之

◆
庭
に
立
ち
独
り
仰
ぎ
し
屋
根
の
月 

静
岡
県
　
島
田
　
イ
ネ

◆
冴
返
る
そ
の
奥
し
ん
と
典て
ん

座ぞ

寮り
ょ
う 

宮
城
県
　
鎌
田
登
喜
子

◆
ル
ッ
コ
ラ
は
嫁
の
好
物
寒
の
水 

千
葉
県
　
甲
斐
　
　
勇

＊
選
者
吟

樟く
す

落お
ち

葉ば

過
去
と
は
踏
ん
で
ゆ
く
も
の
と

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　
日
々
の
過
ぎ
去
る
の
は
年
齢
と
共
に
加
速
す
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
ん
な
中
の
今
日
と
い
う
歴
史
の
中
に
私
た
ち
は
過
ご
し
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
明
日
よ
り
は
今
日
の
ほ
う
が
若
い
、
そ
う
思
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
少
し
元
気
が
出
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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選
・
長
澤
　
ち
づ

山
並
の
く
っ
き
り
と
晴
れ
い
き
い
き
と
渓
水
は
し

る
倒
木
の
下 

宮
城
県
　
鎌
田
登
喜
子

評
　
早
春
の
風
景
が
く
き
や
か
に
描
写
さ
れ
て
い
て
、
春
を
迎
え
る
歓

び
が
自
ず
と
伝
わ
っ
て
く
る
。「
山
並
」「
倒
木
」
の
横
の
視
野
と
「
渓

水
」
へ
向
け
る
縦
の
視
線
の
交
叉
に
動
き
が
あ
る
の
も
面
白
い
。

上
る
入
る
の
京
の
ま
ち
よ
り
初
旅
の
娘
の
メ
ー
ル

は
糠ぬ
か
あ
め雨
と
い
う 

兵
庫
県
　
前
田
あ
つ
子

評
　「
上の

ぼ

る
」
は
北
に
行
く
の
こ
と
。「
入い

る
」
は
「
西
入
る
」「
東
入

る
」
な
ど
と
使
わ
れ
る
。
碁
盤
の
目
の
よ
う
な
街
、
京
都
の
番
地
表
記

の
特
色
を
生
か
し
、
初
旅
の
若
者
が
地
図
を
片
手
に
観
光
す
る
様
子
を

活
写
す
る
。「
糠
雨
」
を
添
え
た
こ
と
で
更
に
旅
情
を
醸
し
て
い
る
。

　
◆
マ
マ
の
手
か
ら
こ
の
胸
に
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
く
わ
た
し
は
春
の
ゆ
り

　
　
か
ご
に
な
る 

山
口
県
　
横
川
美
代
子

　
◆
托
鉢
に
よ
ご
れ
し
足
袋
を
洗
ひ
つ
つ
休
む
日
の
無
き
夫
の
お
も
は

　
　
る 

島
根
県
　
門
脇
　
順
子

　
◆
春
立
ち
て
栽
培
計
画
編
ん
で
い
る
農
の
夫
の
横
顔
若
し

 

秋
田
県
　
小
松
　
紀
子

　
◆
「
あ
り
が
と
う
」「
ご
め
ん
」
は
口
に
出
し
て
言
う
新
婚
時
代
の

　
　
約
束
ど
こ
へ 

奈
良
県
　
鈴
木
　
重
雄

　
◆
失
業
の
長
き
に
わ
た
る
苦
し
さ
に
耐
え
る
窓
辺
に
雪
は
降
り
つ
つ

 

北
海
道
　
高
橋
　
　
哲

　
◆
特
製
の
母
が
作
り
し
温
か
き
わ
ら
布
団
に
て
寝
ね
し
日
し
の
ぶ

 

岩
手
県
　
池
田
　
　
眸

　
◆
大
西
日
ぐ
ら
り
と
落
ち
て
燃
ゆ
る
ご
と
夕
焼
空
の
し
ば
ら
く
残
る

 

東
京
都
　
長
谷
川
　
瞳

　
◆
煮
る
焼
く
の
匂
ひ
厨
に
満
ち
て
を
り
御
節
準
備
は
蒸
気
の
る
つ
ぼ

 

岐
阜
県
　
後
藤
　
　
進

　
◆
写
経
会
の
し
じ
ま
を
破
る
咳
ひ
と
つ
放ほ

う

哉さ
い

な
り
や
少
し
笑
え
り 

 

青
森
県
　
中
田
　
瑞
穂

　
◆
檀
の
香
り
が
髪
に
背
に
肩
に
た
だ
よ
ふ
堂
に
幼
と
並
ぶ

 

山
梨
県
　
北
村
　
富
子

＊
選
者
詠

わ
が
撞
き
し
鐘
の
余
韻
が
身
に
う
つ
り
鳴
り
や
ま

　

ぬ
な
り
初は

春る

の
こ
と
ぶ
れ 

ち
　
づ

＊
作
歌
小
見

　
中
田
さ
ん
の
一
首
に
詠
わ
れ
て
い
る
「
放
哉
」
は
尾お

崎ざ
き

放ほ
う

哉さ
い

の
こ
と
。

「
咳
を
し
て
も
ひ
と
り
」
な
ど
自
由
律
俳
句
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
小

豆
島
で
寺
男
を
し
て
晩
年
を
送
っ
た
そ
う
で
、「
写
経
会
」
の
背
景
が

う
か
が
え
ま
す
。
結
句
は
ニ
ヒ
ル
な
「
笑
え
り
」
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

五
月

　
永
平
寺
で
は
、
五
月
一
日
か
ら
三
時
半
振し

ん
鈴れ

い
（
起
床
・
写
真
右
）
と
な
り

ま
す
。
永
平
寺
の
起
床
時
間
は
、
春
と
秋
（
三
〜
四
月
・
十
〜
十
一
月
）
が

四
時
、冬
（
十
二
〜
二
月
）
が
四
時
半
、夏
（
五
〜
九
月
）
は
三
時
半
で
す
。

「
チ
リ
ン
チ
リ
ン
チ
リ
〜
ン
…
…
」
と
大
き
な
鈴
を
勢
い
よ
く
振
り
な
が
ら

山
内
を
駆
け
巡
り
ま
す
（
振
鈴
の
写
真
＝
九
十
二
段
の
階
段
を
一
気
に
駆
け

上
が
り
ま
す
）。
ま
た
一
日
は
「
新し

ん

到と
う

掛か

搭た

式し
き

」
の
日
で
す
。
二
月
十
八
日

か
ら
三
月
に
か
け
て
新あ

ら
た

に
上
山
し
た
修
行
僧
は
、
暫ざ

ん
到と

う
と
呼
ば
れ
一
時
的
に

留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
厳
し
い
寒
さ
と
つ
ら
く
苦
し

い
試
練
を
乗
り
越
え
、
や
っ
と
こ
の
日
か
ら
永
平
寺
の
正
式
な
修
行
僧
と
認

め
ら
れ
新
到
と
呼
ば
れ
ま
す
（
新
到
掛
搭
式
の
写
真
・
左
上
＝
決
意
を
述
べ

る
新
到
）。
六
日
の
夕
刻
に
は
「
大お

お

夜や

参さ
ん

行ぎ
ょ
う

茶ち
ゃ
・
夏げ

安あ
ん

居ご

制せ
い

中ち
ゅ
う

配は
い

役や
く

」
が
行

わ
れ
、
夏げ

安あ
ん
居ご

制せ
い
中ち

ゅ
う

（
禁
足
修
行
期
間
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
請う

け
、
一

人
ひ
と
り
の
名
前
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
お
茶
を
頂
く
儀
式
で
す
（
大
夜
参
行

茶
・
夏
安
居
制
中
配
役
の
写
真
・
左
下
＝
役
を
請
け
こ
れ
か
ら
行
茶
が
始
ま

る
と
こ
ろ
）。
翌
七
日
か
ら
い
よ
い
よ
九
十
日
間
の
禁
足
修
行
の
始
ま
り
で

す
。
さ
ら
に
厳
し
く
綿
密
な
修
行
と
な
り
ま
す
が
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
支
え

合
い
な
が
ら
励
ん
で
ゆ
き
ま
す
。

　
　
人
々
自
ら
利
な
れ
ど
も
道
を
行
ず
る
事
は
衆
力
を
以
て
す
る
が
故
に
、

　
　
今
心
を
一
つ
に
し
て
参さ

ん
究き

ゅ
う

尋じ
ん
覓み

ゃ
く

す
べ
し
（『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』）
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

夏げ

安あ
ん

居ご

　
總
持
寺
で
は
四
月
よ
り
夏
安
居
に
入
っ
て
お
り
、
修
行
に
専
心
し
て
自
己

研
鑽
に
励
む
日
々
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　
夏
安
居
は
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
ろ
よ
り
の
行
事
で
「
雨
期
の
修
行
期
間
」
を

意
味
し
ま
し
た
。
こ
の
時
季
の
イ
ン
ド
で
は
雨
期
で
草
木
が
生
い
茂
り
昆
虫

な
ど
が
活
発
に
動
き
始
め
ま
す
。
小
動
物
や
昆
虫
へ
の
無
益
な
殺
生
を
避
け

る
た
め
、
外
で
の
修
行
（
遊ゆ

行ぎ
ょ
う

）
を
止
め
一
ヵ
所
（
精し

ょ
う

舎じ
ゃ

）
に
留
ま
り
、
坐

禅
を
中
心
と
し
た
修
行
に
励
み
ま
し
た
。

　
こ
の
夏
安
居
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
更
に
は
日
本
へ
と
相
承
さ
れ
、
現
在

で
も
禅
の
修
行
道
場
で
は
厳
格
に
外
出
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
特
に
五
月
半
ば
に
は
「
五ご

則そ
く

」
と
い
う
行
事
が
修
さ
れ
、
自
己
反
省
の
儀

式
と
も
い
え
る
「
大だ

い
布ふ

薩さ
つ

式し
き

」
や
「
法ほ

っ
戦せ

ん
式し

き
」
が
厳
か
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
法
戦
式
は
全
修
行
僧
の
先
頭
に
立
つ
首し

ゅ
座そ

が
、
大
勢
の
修
行
僧
と
禅
問
答

を
交
わ
す
儀
式
で
、
首
座
は
自
分
の
持
て
る
力
を
全
て
出
し
切
っ
て
気
迫
漲み

な
ぎ

る
問
答
が
交
わ
さ
れ
ま
す
。

　
五
則
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
新
し
い
修
行
僧
た
ち
も
修
行
道
場
の
一
員
と

し
て
自
身
が
馴
染
ん
で
き
た
の
を
身
体
で
実
感
す
る
の
で
す
。

　
そ
の
他
、
五
月
は
鶴
見
大
学
附
属
高
校
の
「
学
校
授じ

ゅ
戒か

い
会え

」
や
鶴
見
大
学

新
入
生
の
研
修
会
も
總
持
寺
を
会
場
に
行
わ
れ
ま
す
。
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