
　

選
・
村
松
五
灰
子

二
日
は
や
鼬い
た
ち

罠わ
な

で
も
見
に
行
く
か奈

良
県
　
山
中　

弘
通

評
　
正
月
二
日
少
し
時
間
も
あ
る
。
仕
掛
け
て
お
い
た
鼬
罠
で
も
見
に

と
。飄

々
と
し
た
語
り
口
が
日
常
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
一
端
を
覗
か
せ
表
現

の
無
駄
も
な
く
読
者
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

目
覚
ま
し
の
音
だ
け
聞
こ
ゆ
雪
の
朝

愛
媛
県
　
能
仁
め
ぐ
み

評
　
今
朝
の
濁じ

ょ
く

世せ

の
音
を
掻
き
消
し
て
い
る
雪
。
目
覚
ま
し
の
音
を
語

り
雪
の
深
さ
を
表
現
。
余
情
の
深
い
句
で
あ
る
。

◆
ラ
ジ
オ
よ
り
テ
ネ
シ
ー
ワ
ル
ツ
老
い
の
春 

東
京
都
　
野
村
　
信
廣

◆
結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

老
い
の
素
足
が
春
を
待
つ 

静
岡
県
　
富
岡
　
一
郎

◆
独
り
炊
く
大
根
も
四
年
味
噌
醤
油 

東
京
都
　
伊
奈
　
三
郎

◆
き
の
う
よ
り
今
日
の
笑
顔
や
妻
の
春 

福
島
県
　
佐
藤
　
　
忠

◆
今
年
柿
少
な
し
太
し
そ
れ
も
良
し 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
　
井
上
　
健
一

◆
付
合
ひ
は
あ
る
が
ま
ま
に
て
日
脚
伸
ぶ 

青
森
県
　
中
田
　
瑞
穂

◆
沢
庵
を
漬
け
て
片
荷
を
降
ろ
し
け
り 

岩
手
県
　
関
合
　
新
一

◆
舟
歌
の
い
よ
よ
佳
境
に
茂
吉
の
忌 

宮
城
県
　
鎌
田
登
喜
子

◆
寒
餅
の
入
り
し
汁
粉
や
写
経
会 

神
奈
川
県
　
池
亀
　
惠
子

◆
華
の
帯
締
め
て
ま
だ
ま
だ
初
鏡 

北
海
道
　
川
上
　
初
子

＊
選
者
吟

ビ
ル
風
の
急
流
に
あ
り
鯉
の
ぼ
り

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　
街
中
の
ビ
ル
の
谷
間
の
鯉
の
ぼ
り
、
必
至
で
泳
ぐ
、
け
な
げ
な
姿
が

あ
る
。
こ
の
頃
は
、
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
鯉
の
ぼ
り
も
郊
外
や

田
舎
の
鯉
の
ぼ
り
は
、
風
を
得
て
元
気
に
そ
の
勇
姿
を
見
せ
て
い
る
。

そ
ん
な
鯉
の
ぼ
り
が
嬉
し
い
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

山
峡
の
村
に
猪い

を
追
う
人
の
声
人
も
あ
わ
れ
や
猪

も
あ
わ
れ
な
り 

大
阪
府
　
髙
畑　

良
圓

評
　
餌
を
求
め
て
人
里
に
下
り
て
く
る
猪
も
哀
れ
だ
が
、
人
手
不
足
に

悩
ま
さ
れ
な
が
ら
や
っ
と
収
穫
時
期
を
迎
え
た
作
物
を
荒
ら
さ
れ
る
村

人
も
哀
れ
と
詠
う
。「
人
の
声
」
に
畳
み
か
け
る
よ
う
に
ま
た
「
人
」

を
重
ね
心
の
昂
ぶ
り
を
表
す
。
共
存
の
方
法
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

亡
き
後
は
焼
か
る
る
日
記
と
思
ほ
へ
ど
こ
ま
ご
ま

つ
づ
る
日
々
の
生く
ら
し活

を 

島
根
県
　
雑
賀　

花
子

評
　
歌
に
詠
み
た
い
と
思
う
こ
と
も
同
じ
欲
求
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
小
さ
な
営
為
が
、
言
葉
を
持
つ
人
間
と
そ
う
で
な
い
動
物

を
隔
て
る
。
細
や
か
な
行
為
だ
が
文
化
の
根
幹
を
担
う
も
の
と
思
う
。

　

◆
畦
を
焼
く
遠を

ち
こ
ち近
に
村
動
く
出
稼
ぎ
の
人
ら
も
徐
々
に
帰
り
来

 

秋
田
県
　
小
田
嶌
恭
葉

　

◆
托
鉢
の
折
り
の
声
と
鈴
の
音ね

と
凍
て
る
雪
路
に
沁
み
入
る
如
し

 

岩
手
県
　
宍
戸
さ
と
る

　

◆
遠
き
日
の
亡
母
の
面
影
う
す
れ
ど
も
桑
の
針
箱
木
目
鮮
ら
け
き

 

兵
庫
県
　
前
田
あ
つ
子

　

◆
お
ば
し
ま
に
白
鷲
の
狩
待
ち
ど
ほ
し
動
か
ぬ
鷲
に
風
花
が
飛
ぶ

 

岩
手
県
　
関
合
　
新
一

　

◆
バ
ッ
ク
す
る
車
の
ラ
イ
ト
白
色
は
後
ず
さ
り
す
る
も
の
の
寂
し
さ

 

岐
阜
県
　
後
藤
　
　
進

　

◆
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
口
ず
さ
み
し
若
き
頃
還
ら
ぬ
青は

る春
の
愁
い
知
ら
ず

　
　

に 

滋
賀
県
　
三
田
　
和
子

　

◆
深
山
に
炭
焼
く
仙
人
訪
ね
た
り
白
い
歯
が
見
ゆ
黒
き
顔
よ
り

 

山
梨
県
　
北
村
　
富
子

　

◆
梅
が
枝
に
明
り
ほ
つ
ほ
つ
灯
る
ご
と
蕾
ふ
く
ら
む
湯
船
の
窓
辺

 

新
潟
県
　
今
成
　
愛
子

　

◆
パ
ソ
コ
ン
も
ス
マ
ホ
も
せ
ず
に
孤
立
し
て
都
会
に
生
き
て
不
便
感

　
　

じ
ず 

東
京
都
　
野
村
　
信
廣

　

◆
睦
月
の
日
吹
雪
は
下
か
ら
当
た
り
来
る
体
斜
め
に
歩
み
進
め
る

 

秋
田
県
　
小
松
　
紀
子

＊
選
者
詠

わ
れ
と
汝な
れ

わ
れ
ら
と
呼
ぶ
こ
と
少
な
く
て
銀
杏
並

　
木
の
黄
落
の
な
か 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　
車
は
無
機
質
の
物
体
だ
か
ら
そ
こ
に
思
い
は
な
い
の
だ
が
、
自
ら
の

心
象
を
車
が
バ
ッ
ク
す
る
動
き
に
託
し
て
表
現
し
た
後
藤
さ
ん
の
歌
、

亡
き
母
の
針
箱
の
木
目
の
鮮
明
さ
に
そ
の
面
影
が
薄
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

逆
説
的
に
嘆
く
前
田
さ
ん
の
歌
に
も
感
銘
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
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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

制せ
い

中ち
ゅ
う

　
永
平
寺
は
、
夏
は
五
月
・
冬
は
十
一
月
か
ら
「
制せ

い
中ち

ゅ
う

」
が
始
ま
り
ま
す
。

　「
制
中
」
と
は
、
約
九
十
日
の
間
、
修
行
僧
が
一
処
に
留
ま
り
、
よ
く
よ

く
心
を
め
ぐ
ら
し
て
坐
禅
修
行
に
勤い

そ
し
む
こ
と
で
す
。

　
制
中
の
始
ま
り
に
は
、
修
行
僧
た
ち
を
率
い
る
首し

ゅ
座そ

と
呼
ば
れ
る
「
第
一

座
」
が
選
ば
れ
ま
す
。
第
一
座
は
制
中
の
は
じ
め
に
、
禅
師
さ
ま
に
代
わ
っ

て
修
行
僧
た
ち
と
問
答
を
し
、
そ
の
力
量
が
問
わ
れ
ま
す
。

　
道
元
禅
師
さ
ま
は
嘉か

禎て
い

二
（
一
二
三
六
）
年
、
宇
治
の
興
聖
寺
に
お
い
て

弟
子
の
懐え

奘じ
ょ
う

さ
ま
を
第
一
座
に
請
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
道
元
禅
師
さ

ま
は
説
法
の
後
、
懐
奘
さ
ま
に
「
私
に
代
わ
っ
て
衆
僧
（
修
行
僧
）
に
説
法

を
す
る
よ
う
に
。」
と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
時
の
道
元
禅
師
さ
ま
の
お
言
葉
に「
玉
は
琢
磨
に
よ
り
て
器
と
な
る
。

人
は
錬
磨
に
よ
り
て
仁ひ

と
と
な
る
。 

― 

云
々 

― 

必
ず
み
が
く
べ
し
、
す
べ

か
ら
く
練ね

る
べ
し
。」
と
あ
り
ま
す
。

　
修
行
僧
た
ち
が
、
各
々
に
自
ら
を
励
ま
し
、
さ
ら
に
は
、
共
に
切
磋
琢
磨

し
て
仏
道
修
行
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
さ
て
本
年
も
、こ
の
春
に
入
門
し
た「
新し

ん
到と

う
」の
修
行
僧
た
ち
が
加
わ
り
、

い
よ
い
よ
錬
磨
の
日
々
が
始
ま
り
ま
す
。

　
暁き

ょ
う

天て
ん
の
薄
暗
い
中
、
警き

ょ
う

策さ
く
の
パ
シ
ッ
と
い
う
音
が
、
新
緑
極
ま
る
山
川
の

響
き
と
共
に
、
私
の
背
筋
を
伸
ば
し
て
く
れ
ま
す
。

　
今
日
も
、
修
行
僧
た
ち
が
法
堂
へ
の
階
段
を
駆
け
上
り
、
廊
下
掃
除
を
す

る
琢
磨
の
音
が
聞
こ
え
て
ま
い
り
ま
す
。
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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

　
こ
の
春
に
上じ

ょ
う

山ざ
ん

し
た
新
し
い
修
行
僧
六
十
余
名
が
加
わ
り
、
總
持
寺
本
山

僧
堂
で
は
夏
安
居
制
中
と
い
う
修
行
集
中
期
間
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

　
夏
安
居
は
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
に
起
源
を
発
す
る
行ぎ

ょ
う

持じ

で
、
元
来
「
雨
」

を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
イ
ン
ド
で
は
雨
期
と
な
り
托た

く
鉢は

つ
な
ど
で
心

な
ら
ず
も
小
動
物
を
踏
み
殺
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
外
出
せ
ず
一
ヵ
所

（
精し

ょ
う

舎じ
ゃ

）
に
集
ま
り
留
ま
っ
て
修
行
を
集
中
的
に
行
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
が
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
わ
り
、
修
行
道
場
の
夏
安
居
と
し
て
現
在

も
厳
格
に
行
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
夏
安
居
は
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
三
ヵ
月
、
約
九
十
日
間
に
わ
た
っ
て
続

け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
内
容
は
七
〇
〇
年
前
に
總
持
寺
開
山
・
瑩け

い
山ざ

ん
禅ぜ

ん
師じ

が
定

め
ら
れ
た『
瑩け

い
山ざ

ん
清し

ん
規ぎ

』(『
洞と

う
谷こ

く
清し

ん
規ぎ

』と
も
い
う)

に
も
示
さ
れ
て
お
り
、

特
に
五
月
中
旬
に
は
「
五ご

則そ
く
」
と
い
う
行
持
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
が
「
首し

ゅ
座そ

法ほ
っ
戦せ

ん
式し

き
」
で
す
。

　
首
座
法
戦
式
で
は
全
修
行
僧
の
先
頭
に
立
つ
「
首
座
」
が
江
川
禅
師
さ
ま

の
命
を
受
け
、
大
勢
の
修
行
僧
と
禅
問
答
を
繰
り
広
げ
ま
す
。

　
そ
れ
ま
で
の
生
活
様
式
（
多
く
が
学
生
）
か
ら
僧
堂
に
入
門
し
、
戸
惑
い

な
が
ら
も
精
進
し
て
き
た
新
し
い
修
行
僧
た
ち
も
、
こ
の
頃
に
な
る
と
少
し

ず
つ
修
行
生
活
に
馴
染
ん
で
き
て
い
る
自
分
自
身
に
気
が
付
く
の
で
す
。
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