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楸
邨
の
季
語
「
蟬
」 

加
藤
楸
邨
の
「
生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す
」
の
句
を
中
心
と
し
た
考
察 

 

田
辺
み
の
る 

 

は
じ
め
に 

 

加
藤
楸
邨
の
蟬
の
句
の
考
察
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
一
句
か
ら
始
め

た
い
。
そ
の
句
は
蟬
の
句
と
し
て
特
殊
な
だ
け
で
な
く
、
蟬
以
外
の
季
語
に
広

げ
て
も
、
楸
邨
の
句
と
し
て
は
特
殊
な
一
句
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
性
を
以
て
楸

邨
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
季
語
（
蟬
）
の
句
と
比
較
し
、

そ
の
一
句
の
特
殊
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
は
、
逆
に
楸
邨
の
基
本
的
な
作
句
態

度
や
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

に
し
て
蟬
の
句
の
全
体
像
が
見
え
て
く
れ
ば
、
特
殊
な
句
の
位
置
づ
け
も
ま
た

明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
句
と
は
次
の
句
で
あ
る
。 

 

生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す 

『
吹
越
』
昭
和
五
十
（1

9
7

5

）
年 

 こ
の
句
と
出
会
っ
た
と
き
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
れ
は
筆
者
の
個
人
的
な
あ
る

体
験
と
結
び
つ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
個
人
的
な
体
験
か
ら
く
る
感
銘
は
主
観
的

な
考
察
に
偏
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
客
観
化
す
べ
く
考
察
の
範
囲
を
広
げ
て

い
き
た
い
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
論
の
展
開
と
し
て
相
応
し
く
な
い
で
あ
ろ
う

個
人
的
体
験
談
か
ら
入
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。 

そ
の
体
験
と
は
こ
う
で
あ
る
。 

小
石
川
植
物
園
を
塀
沿
い
に
自
転
車
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
す
る
と
、
ツ
ク
ツ

ク
ボ
ウ
シ
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
の
年
は
大
量
発
生
の
年
な
の
か
、

今
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
数
の
鳴
き
声
で
あ
る
。
自
転
車
を
止
め
て
塀
の
外

に
立
ち
尽
く
し
た
。
塀
の
す
ぐ
裏
も
相
当
数
の
鳴
き
声
だ
っ
た
が
、
庭
園
を
挟

ん
で
反
対
側
の
樹
林
の
方
が
さ
ら
に
夥
し
い
数
だ
。
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
は
鳴
き

始
め
と
鳴
き
終
わ
り
に
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
数
だ
と
一
つ
に
焦
点
を

絞
れ
ず
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
、
切
れ
目
な
し
の
カ
オ
ス
と
な
る
。
当
然
、

樹
林
の
奥
へ
行
く
ほ
ど
鳴
き
声
は
小
さ
く
な
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
重
層
的
に

聞
こ
え
る
た
め
、
音
が
小
さ
く
な
る
の
で
は
な
く
深
く
な
る
。
手
前
の
鳴
き
声

が
こ
だ
ま
し
て
宇
宙
の
果
て
へ
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥

る
。
こ
の
音
の
渦
が
庭
園
を
囲
む
空
間
す
べ
て
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。 

私
は
何
か
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
よ
う
に
な
り
、
そ
の
場
か
ら
動
け
な
か
っ
た
。
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日
は
落
ち
て
闇
に
包
ま
れ
た
が
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
は
鳴
き
止
み
そ
う
に
な
い
。

自
分
が
今
、
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
言
葉
に
で
き
ず
に
そ
の
場
を
去
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
何
年
か
が
経
ち
、
楸
邨
の
こ
の
句
を
初
め
て
目
に
し
た
と
き
、
小

石
川
植
物
園
で
感
じ
て
い
た
も
の
が
よ
み
が
え
っ
た
。
こ
の
句
は
あ
の
時
の
状

況
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
あ
の
時
、
言
葉
に
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
今
、
目
の
前

に
あ
る
と
い
う
驚
き
。
そ
れ
も
た
っ
た
十
七
音
の
言
葉
に
私
が
感
じ
た
す
べ
て

が
あ
る
の
で
あ
る
。 

小
石
川
植
物
園
の
体
験
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
一
瞬
で
こ
の
句
が
自
分
の
中

に
入
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
な
し
に
こ
の
句
と
出
会
っ
て
い
た
ら
ど
う
か
。

生
、
死
、
有
、
無
と
い
う
あ
ま
り
に
抽
象
的
な
概
念
の
連
続
に
翻
弄
さ
れ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
四
つ
の
概
念
を
一
つ
一
つ
検
証
し
迷
宮
を
さ
ま
よ
う

こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
俳
句
だ
。
一
瞬
を
切
り
取
っ

た
だ
け
の
俳
句
だ
。
以
下
、
こ
の
句
の
「
一
瞬
」
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き

た
い
。 

な
お
、
楸
邨
の
掲
出
句
に
つ
い
て
は
、
刊
行
年
で
は
な
く
作
句
年
を
出
典
の

後
に
記
し
た
が
、
作
句
年
を
特
定
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
刊
行
年
を
入
れ

「
（
刊
行
）」
と
記
し
た
。 

 一
、
生
と
死
、
存
在
と
無 

  

最
初
の
考
察
句
を
改
め
て
示
す
。 

 

生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す 

『
吹
越
』
昭
和
五
十
（1

9
7

5

）
年 

 

尋
常
な
ら
ざ
る
句
で
あ
る
。
こ
の
「
や
」
は
切
字
な
の
か
疑
う
で
あ
ろ
う
。
一

句
の
冒
頭
が
四
回
の
詠
嘆
で
始
ま
る
。
こ
ん
な
句
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
も
ち

ろ
ん
生
、
死
、
有
、
無
の
ど
の
一
語
を
と
っ
て
も
深
く
詠
嘆
す
る
に
十
分
す
ぎ

る
テ
ー
マ
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
一
句
に
収
ま
る
と
は
誰
も
思
わ
な
い
。 

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
「
や
」
は
「
あ
れ
や、
こ
れ
や、
」
の
「
や
」
で
は
な
い

か
、
は
た
ま
た
「
有
や
無
や
」
は
曖
昧
の
意
味
の
「
有
耶
無
耶
」
で
は
な
い
か

と
勘
繰
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
確
信
し

て
い
る
。
こ
の
句
は
「
生
と
死
」
「
存
在
（
有
）
と
無
」
と
い
う
哲
学
的
テ
ー

マ
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
思
う
の
は
こ
の
句
と
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
、
一
瞬

に
し
て
か
つ
て
の
小
石
川
植
物
園
で
の
蟬
の
体
験
が
よ
み
が
え
っ
た
か
ら
で

あ
る
。 

「
蟬
が
充
満
す
」
、
こ
れ
は
蟬
時
雨
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
複
数
の
蟬
が

鳴
い
て
い
る
点
で
は
蟬
時
雨
な
の
だ
が
、
楸
邨
は
敢
え
て
蟬
時
雨
を
使
わ
な
か
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っ
た
。「
充
満
す
」
は
そ
う
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
夥
し
い
蟬
の
声
な
の

だ
。
蟬
の
声
は
切
れ
目
な
く
覆
い
つ
く
し
、
音
の
遠
近
は
重
層
的
な
音
の
塊
を

作
り
出
す
。
も
は
や
パ
ラ
パ
ラ
と
降
っ
て
く
る
時
雨
の
比
喩
で
は
十
分
で
は
な

い
。
音
の
洪
水
で
あ
り
、
渦
な
の
だ
。
時
々
う
ね
り
を
感
じ
る
も
の
の
、
切
れ

目
の
な
い
一
塊
の
宇
宙
で
あ
る
。 

そ
の
宇
宙
の
実
態
は
蟬
の
声
な
の
だ
が
、
声
の
一
つ
一
つ
が
「
生せ

い

」
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
夥
し
い
生
は
認
識
で
き
る
限
界
に
達
す
る
と
生
の
カ
オ
ス
と
な
り
、

そ
の
対
極
に
あ
る
は
ず
の
「
死
」
の
概
念
が
入
り
込
む
。
圧
倒
的
な
数
の
生
は

個
別
の
認
識
が
不
可
能
と
な
り
均
質
化
、
抽
象
化
し
、
そ
れ
が
本
当
に
生
な
の

か
疑
念
が
生
じ
る
。
生
は
個
に
の
み
存
在
す
る
。
生
で
な
け
れ
ば
何
か
、
そ
れ

は
生
を
否
定
す
れ
ば
即
ち
死
と
い
う
当
然
の
帰
結
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
生
と
死
と
い
う
反
対
の
概
念
を
一
つ
の
も
の
と
捉
え
た
時
、
そ
れ
は
死
へ
と

向
か
う
生
、
死
を
最
初
か
ら
内
包
し
た
生
と
い
う
認
識
に
達
す
る
。 

日
常
で
は
体
験
し
え
な
い
充
満
し
た
蟬
の
こ
の
空
間
を
、
全
宇
宙
の
よ
う
に

感
じ
な
が
ら
、
同
時
に
も
う
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
こ
の
圧
倒
的
な
存
在
（
有
）

は
本
当
に
存
在
す
る
の
か
。
渾
然
一
体
と
な
っ
た
蟬
の
声
の
カ
オ
ス
は
、
完
全

に
一
つ
の
カ
オ
ス
と
な
り
全
宇
宙
を
覆
い
つ
く
し
た
と
き
、
も
は
や
均
質
化
し

た
一
つ
の
秩
序
と
な
る
。
カ
オ
ス
の
行
き
つ
く
先
は
漠
然
と
「
無
」
を
思
わ
せ

る
。
だ
が
こ
の
「
無
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
存
在
の
対
極
、
非
存
在
。
し
か

し
、
存
在
を
知
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
以
て
「
無
」

と
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
存
在
を
知
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
「
無
」
は
認

識
で
き
な
い
。
な
ら
ば
「
無
」
と
は
存
在
が
前
提
と
な
る
。
純
粋
な
「
無
」
の

概
念
な
ど
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
存
在
と
無
」
に
つ
い
て
考

え
て
い
る
こ
の
私
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
存

在
を
否
定
す
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
「
死
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
「
存
在
と

無
」
は
私
自
身
の
「
生
と
死
」
の
問
題
と
な
る
。 

以
上
は
私
の
個
人
的
な
思
考
で
あ
る
が
、
楸
邨
も
蟬
の
句
を
詠
ん
だ
そ
の
瞬

間
、
同
様
な
閃
き
が
あ
っ
た
と
信
じ
た
い
。
私
が
植
物
園
の
前
で
立
ち
尽
く
し

て
も
何
の
言
葉
も
出
て
こ
な
か
っ
た
が
、
楸
邨
の
一
句
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
覚

に
一
瞬
で
形
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
「
生
や
死
や
有
や
無
や
」
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
四
つ
の
概
念
が
掻
き
回
さ
れ
一
つ
に
練
ら
れ
て
い
く
よ
う
に

蟬
の
声
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
。 

し
か
し
俳
句
は
俳
句
で
し
か
な
い
。
十
七
音
で
表
現
で
き
る
こ
と
は
一
瞬
を

切
り
取
る
こ
と
だ
け
。
な
ら
ば
生
死
有
無
の
概
念
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
季

語
に
託
す
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
蟬
時
雨
で
は
足
り
な
い
。
「
充
満
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
宇
宙
に
充
満
し
認
識
の
枠
を
は
み
出
す
寸
前
に
、
今
ま
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で
受
け
た
こ
と
の
な
い
啓
示
を
こ
の
句
か
ら
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。 

以
上
は
筆
者
の
個
人
的
、
主
観
的
、
妄
想
的
感
想
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
こ
れ

を
楸
邨
の
他
の
蟬
の
句
か
ら
捉
え
な
お
し
て
い
き
た
い
。 

 二
、
木
と
石
は
生
と
死
か 

 

掲
出
句
に
は
楸
邨
主
宰
誌
「
寒
雷
」
に
発
表
さ
れ
た
先
行
句
が
あ
る
。 

 

木
や
石
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す 

「
寒
雷
」
昭
和
四
十
九
（1

9
7
4

）
年
６
月 

 

前
章
で
「
有
や
無
や
」
は
曖
昧
の
意
味
で
は
な
い
と
断
じ
た
。
し
か
し
、「
木

や
石
や
」
で
あ
れ
ば
曖
昧
と
い
う
意
味
で
詠
ま
れ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。
な

ぜ
木
と
石
な
の
か
。
句
集
掲
載
の
「
生
や
死
や
」
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、
木
は
命

あ
る
も
の
、
石
は
命
な
き
も
の
と
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
推
敲
の
結
果
、「
生

や
死
や
」
と
な
っ
た
と
い
う
推
測
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
そ
れ
は
最
終
的
な
推

敲
句
を
知
っ
て
い
る
か
ら
結
び
つ
く
の
で
あ
っ
て
、
作
句
当
初
の
思
い
は
別
の

と
こ
ろ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

木
は
蟬
と
は
切
り
離
せ
な
い
存
在
だ
。
だ
が
石
は
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
が
あ

る
。
木
に
と
ま
る
蟬
を
見
上
げ
た
視
界
に
石
は
な
か
な
か
入
っ
て
こ
な
い
。
こ

こ
で
多
く
の
人
が
連
想
す
る
の
は
芭
蕉
の
蟬
の
句
〈
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る

蟬
の
声
〉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
立
石
寺
で
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
か
ら
岩
は
景
と

し
て
自
然
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
蟬
を
観
察
し
た

場
合
、
岩
の
あ
る
場
所
に
わ
ざ
わ
ざ
行
か
な
け
れ
ば
視
界
に
入
ら
な
い
し
、
蟬

の
声
が
し
み
入
る
の
は
木
で
あ
る
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
木
に
し

み
入
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
芭
蕉
の
句
を
思
い
足
元
の
石
に
触
れ
る
。
木
と
石
、

ど
ち
ら
に
し
み
入
る
の
か
、
命
あ
る
植
物
の
木
と
命
な
き
鉱
物
の
石
、
ど
ち
ら

に
も
し
み
入
る
声
が
生
と
死
を
有
耶
無
耶
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
感
慨
を
詠
ん

だ
句
が
「
木
や
石
や
」
の
句
で
あ
り
、
楸
邨
は
石
に
芭
蕉
句
へ
の
思
い
を
込
め

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
楸
邨
は
自
身
の
主
宰
誌
「
寒
雷
」
に
こ
の
句
を
発
表
し

た
が
、
石
か
ら
芭
蕉
を
読
み
取
る
こ
と
は
無
理
が
あ
り
、
推
敲
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
推
敲
の
過
程
で
「
有
や
無
や
」
の
文
字
が
楸
邨
を

刺
激
し
、
仮
に
当
初
は
曖
昧
の
意
味
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

い
ま
や
存
在
と
無
と
い
う
抽
象
度
の
極
め
て
高
い
言
葉
と
し
て
迫
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
「
木
や
石
や
」
も
存
在
と
無
に
対
抗
で
き
る

抽
象
度
の
高
い
言
葉
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
生
死

有
無
の
四
字
が
対
等
に
拮
抗
す
る
一
句
と
な
っ
た
。 

も
と
も
と
楸
邨
は
生
死
を
同
等
に
詠
嘆
す
る
試
み
を
し
て
い
た
。
終
戦
前
の
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空
襲
が
激
し
さ
を
増
す
頃
の
句
、
〈
死
や
生
や
冬
日
の
ベ
ル
ト
止
む
と
き
な
し

『
火
の
記
憶
』
昭
和
二
十
（1

9
4

5

）
年
二
月

〉
が
そ
う
で
あ
る
。
「
生
や
死
や
」
は
「
木

や
石
や
」
か
ら
一
見
遠
い
言
葉
と
も
思
え
る
が
、
戦
中
か
ら
温
め
て
い
た
言
葉

で
あ
り
、
一
気
に
飛
躍
し
た
。 

 

ま
た
、
存
在
と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
を
蟬
の
句
に
取
り
入
れ
る
試
み
も
す
で

に
あ
っ
た
。
次
の
句
。 

 

存
在
の
頂
点
蟬
の
両
眼
木
に
点
じ 

『
山
脈
』
昭
和
二
十
七
（1

9
5
2

）
年 

 

こ
の
句
は
抽
象
的
な
「
存
在
」
か
ら
一
句
を
始
め
て
い
る
。
生
あ
る
も
の
に
と

っ
て
生
死
と
有
無
は
一
対
で
あ
る
。
存
在
と
は
生
で
あ
り
、
生
の
頂
点
に
あ
る

蟬
を
楸
邨
は
見
つ
め
て
い
る
。
生
の
頂
点
、
存
在
の
頂
点
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

人
で
あ
れ
ば
、
生
き
て
い
る
実
感
、
人
生
の
絶
頂
。
そ
れ
を
目
の
前
の
蟬
に
見

て
い
る
の
で
あ
る
。 

長
い
年
月
を
地
中
で
過
ご
し
た
幼
虫
が
地
上
で
羽
化
し
成
虫
と
な
り
、
今
、

存
在
の
頂
点
に
あ
る
。
当
然
、
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
身
全
霊
で
鳴
い
て

い
る
。
句
中
に
鳴
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
言
葉
は
な
い
。
し
か
し
存
在
の
頂
点

と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

蟬
の
雄
は
発
振
膜
で
音
を
出
し
腹
中
の
共
鳴
室
で
増
幅
さ
せ
る
。
一
秒
間
に

百
回
の
振
動
と
共
鳴
室
で
の
増
幅
の
た
め
、
鳴
い
て
い
る
と
き
の
蟬
の
腹
は
激

し
く
動
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
蟬
の
声
を
聞
き
、
腹
の
動
き
を
見
な
が
ら
、

蟬
の
存
在
が
頂
点
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
楸
邨
が

動
か
な
い
「
蟬
の
両
眼
」
に
着
目
す
る
の
は
、
蟬
の
意
思
を
感
じ
取
ろ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蟬
の
目
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
蟬
が
木
の
高
い
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
よ
く
観
察
で
き
る
位
置
に
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。 

こ
の
一
匹
の
蟬
の
「
存
在
の
頂
点
」
が
、
夥
し
い
蟬
の
声
を
な
し
た
と
き
〈
生

や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す
〉
の
一
句
へ
と
昇
華
し
、
さ
ら
な
る
抽
象
の
世

界
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
木
や
石
や
有
や
無
や
」
が
「
生
や
死
や
有
や
無
や
」
へ
飛
躍

す
る
下
地
は
す
で
に
あ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
は
お
よ
そ
俳
句
的
表
現
で
は
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

三
、
蟬
の
充
満 

 

〈
木
や
石
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す
〉
の
句
に
戻
る
。 

季
語
の
表
現
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。「
蟬
が
充
満
す
」
は
「
木
や
石
や
」
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の
句
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
通
常
は
「
蟬
時
雨
」
が
使
わ
れ
そ
う
な
も
の
だ

が
、
そ
も
そ
も
楸
邨
の
句
に
「
蟬
時
雨
」
を
使
っ
た
句
が
少
な
い
。
蟬
の
句
は

全
部
で
八
十
二
句
（
夏
の
蟬
に
限
る
）
あ
り
、
そ
の
中
で
蟬
時
雨
（
楸
邨
の
表

記
は
す
べ
て
「
蟬
し
ぐ
れ
」）
は
五
句
の
み
。
し
か
も
、
必
ず
し
も
正
面
に
据

え
て
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
次
の
句
。 

 

蟬
し
ぐ
れ
中
に
鳴
き
や
む
ひ
と
つ
か
な 

『
雪
後
の
天
』
昭
和
十
七
（1

9
4
2

）
年 

 

楸
邨
の
関
心
は
蟬
時
雨
よ
り
も
鳴
き
止
ん
だ
一
匹
に
あ
る
。
ま
た
蟬
時
雨
以
外

の
蟬
の
句
で
も
、
鳴
か
な
い
蟬
、
鳴
き
止
ん
だ
蟬
の
句
も
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら

に
啞
蟬
の
句
も
十
三
句
、
そ
の
他
、
啞
蟬
と
言
っ
て
い
な
く
て
も
実
質
的
に
啞

蟬
の
句
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
一
般
に
「
蟬
の
声
」
や
「
蟬
時
雨
」
が
使

わ
れ
る
句
は
、
必
ず
し
も
姿
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
鳴
き
声
と

し
て
詠
ま
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
楸
邨
は
一
匹
一
匹
を
見
よ
う
と
す
る
。

鳴
く
蟬
、
鳴
か
ぬ
蟬
、
蟬
の
一
つ
一
つ
と
向
き
合
お
う
と
す
る
。
蟬
時
雨
の
中

で
も
一
匹
を
見
つ
め
る
楸
邨
に
蟬
時
雨
の
句
が
少
な
い
の
も
道
理
で
あ
る
。 

で
は
「
蟬
が
充
満
す
」
に
類
す
る
句
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
木
や
石
や
有
や

無
や
蟬
が
充
満
す
〉
か
ら
遡
る
こ
と
十
七
年
、
「
飛
騨
の
谿
」
と
い
う
四
十
六

句
の
連
作
の
最
後
の
二
句
が
次
の
句
。 

 

人
焼
く
や
飛
騨
の
青
谷
蟬
が
充
ち 

滅
び
ゆ
く
も
の
生
ま
れ
ゆ
く
も
の
い
ま
蜩 

『
ま
ぼ
ろ
し
の
鹿
』
昭
和
三
十
二
（1

9
5
7

）
年 

 

飛
騨
の
蟬
は
蜩
だ
っ
た
よ
う
だ
。
人
を
焼
く
こ
の
場
面
で
「
蟬
が
充
ち
」
て
い

る
。
こ
の
二
句
を
一
句
に
凝
縮
し
た
も
の
が
〈
生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満

す
〉
な
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
戦
中
ま
で
遡
る
。
『
沙
漠
の
鶴
』
は
戦
後
の
刊
行
だ
が
、
句
が
作
ら

れ
た
大
陸
紀
行
の
旅
程
は
昭
和
十
九
年
、
終
戦
の
前
年
で
あ
る
。 

 

幾
千
の
蟬
な
き
汝
今
は
亡
し 

『
沙
漠
の
鶴
』
昭
和
十
九
（1

9
4

4

）
年
（
昭
和
二
十
三
年
刊
行
） 

 

「
汝
」
は
身
近
な
誰
か
で
あ
ろ
う
か
。「
幾
千
の
蟬
」
は
悲
し
み
の
深
さ
で
も

あ
る
。
数
え
き
れ
な
い
「
幾
千
」
か
ら
、
も
は
や
数
の
概
念
で
は
な
い
「
充
満
」

に
後
年
た
ど
り
着
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
萌
芽
が
こ
こ
に
あ
る
。 

数
と
し
て
の
蟬
な
ら
ば
、
一
匹
が
具
体
的
な
個
の
生
で
あ
る
が
、
蟬
の
充
満

は
全
体
で
一
つ
の
抽
象
的
な
生
と
な
る
。
抽
象
的
に
な
れ
ば
こ
そ
、
死
の
概
念

が
入
り
込
む
。「
幾
千
」
「
充
つ
」「
充
満
」
は
抽
象
化
し
て
い
く
過
程
を
示
し
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て
い
る
。
し
か
し
こ
の
三
句
は
、
楸
邨
の
蟬
の
句
と
し
て
は
非
常
に
珍
し
い
。

楸
邨
の
蟬
の
句
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
個
と
向
き
合
う
句
が
多
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
蟬
を
声
と
い
う
属
性
と
し
て
捉
え
ず
、
一
匹
の
蟬
す
べ
て
を
個
と

し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
鳴
い
て
い
な
い
蟬
の
句
も
多
く

な
る
。
幾
つ
か
示
す
。 

 

我
に
動
い
て
声
を
持
た
ざ
る
蟬
の
口 

『
吹
越
』
昭
和
四
十
七
（1

9
7

2

）
年 

蟬
鳴
か
ず
直
線
の
街
き
ら
き
ら
す 

『
怒
濤
』
昭
和
六
十
（1

9
8

5

）
年 

じ
り
じ
り
と
蟬
横
に
匍
ふ
ま
だ
鳴
か
ず 

『
望
岳
』
昭
和
六
十
二
（1

9
8
7

）
年 

 

こ
の
よ
う
に
、
蟬
の
一
匹
を
見
続
け
る
。
鳴
き
声
な
ど
の
一
属
性
に
と
ど
ま
ら

ず
、
一
個
の
生
と
し
て
捉
え
る
。
こ
れ
が
楸
邨
の
姿
勢
で
あ
る
（
楸
邨
に
夏
の

蟬
の
鳴
き
声
の
句
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
鳴
き
声
の
多
く
は
秋
の
蟬
の
蜩
で
あ

る
）。「
蟬
の
声
」
は
単
な
る
音
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、「
蟬
時
雨
」

に
は
蟬
の
個
の
生
体
を
離
れ
た
、
す
で
に
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
を
感
じ
る
。
当

然
、
楸
邨
の
句
で
は
少
な
く
な
る
。
す
で
に
見
た
〈
蟬
し
ぐ
れ
中
に
鳴
き
や
む

ひ
と
つ
か
な
〉
は
、
蟬
時
雨
に
抽
象
化
し
そ
う
に
な
る
意
識
を
再
び
個
の
生
に

引
き
戻
し
て
い
る
。
も
し
も
個
の
生
に
引
き
戻
さ
れ
た
意
識
を
、
そ
の
認
識
の

ま
ま
、
蟬
時
雨
を
構
成
す
る
全
て
の
蟬
に
一
つ
一
つ
当
て
は
め
て
い
っ
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
。
自
分
を
対
象
に
同
一
化
さ
せ
ら
れ
る
生
は
一
つ
が
限
界
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
を
無
理
に
や
ろ
う
と
し
た
ら
個
の
生
で
は
な
く
な
り
、
全
体
が
抽

象
化
さ
れ
た
生
と
な
る
。
し
か
し
そ
ん
な
も
の
は
実
在
し
な
い
。
個
を
離
れ
て

は
生
は
な
く
、
そ
れ
は
神
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。 

楸
邨
の
蟬
の
句
の
ほ
と
ん
ど
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
を
描
く
の
で
は
な
く
、

具
体
的
な
個
の
蟬
を
描
く
。
個
を
積
み
上
げ
た
そ
の
上
に
哲
学
的
思
考
が
形
成

さ
れ
た
と
き
、
一
気
に
抽
象
化
す
る
。
し
か
し
俳
句
で
は
哲
学
は
語
れ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す
〉
に
は
哲
学
的
啓
示
が

あ
る
。
こ
れ
は
俳
句
の
で
き
る
範
囲
を
超
え
た
奇
跡
の
句
だ
。 

 四
、
蟬
の
声 

 

前
章
で
、
蟬
を
鳴
き
声
な
ど
の
一
属
性
に
と
ど
め
ず
、
一
個
の
生
と
し
て
捉

え
る
の
が
楸
邨
の
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
点
を
補
足
し
て
お
き
た

い
。 「

蟬
時
雨
」
の
句
が
五
句
し
か
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、「
蟬
の
声
」

と
な
る
と
実
に
少
な
い
。
芭
蕉
も
詠
ん
だ
こ
の
季
語
を
楸
邨
は
ほ
と
ん
ど
用
い

て
い
な
い
。
八
十
二
句
の
蟬
の
句
の
内
、
一
句
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一



 

~ 8 ~ 
 

句
は
〈
蟬
の
声
聞
か
ず
を
り
し
が
天
山
下
『
死
の
塔
』
昭
和
四
十
七
（1

9
7

2

）
年

〉
な

の
だ
が
、「
聞
か
ず
」
と
あ
る
の
で
、
蟬
の
声
を
明
確
に
詠
ん
だ
と
は
言
い
難

い
。
「
蟬
の
声
」
を
直
接
用
い
た
句
は
実
質
的
に
は
な
い
と
言
っ
て
差
し
支
え

な
い
。
蟬
の
声
を
音
と
し
て
捉
え
る
と
、
単
に
自
然
現
象
と
し
て
耳
に
入
っ
て

し
ま
う
の
だ
が
、
蟬
を
意
志
を
持
っ
た
主
体
と
捉
え
る
と
、「
鳴
く
」
と
い
う

行
為
が
見
え
て
く
る
。
動
詞
を
多
用
す
る
の
は
楸
邨
の
特
徴
だ
。「
蟬
の
声
」

で
は
な
く
、「
蟬
鳴
く
」
「
蟬
鳴
か
ず
」
「
蟬
あ
る
く
」「
蟬
と
ぶ
」「
蟬
匍
ふ
」

と
な
る
。 

こ
れ
は
主
体
が
蟬
の
声
を
聞
く
人
間
の
側
に
な
っ
て
も
同
じ
だ
。「
蟬
の
声
」

で
は
な
く
「
蟬
を
聴
く
」
と
な
る
。 

わ
が
こ
ゑ
と
な
る
ま
で
蟬
を
聴
き
ゐ
た
る 

『
雪
起
し
』
昭
和
五
十
四
～
五
十
八

（1
9
7

9

～8
3

）
年 

次
の
句
は
一
般
に
上
五
を
「
蟬
の
声
」
と
し
が
ち
で
あ
ろ
う
が
、
楸
邨
は
鳴

き
声
を
聞
く
主
体
の
行
為
と
し
て
動
詞
を
使
う
。 

 

蟬
き
く
や
ふ
る
さ
と
遠
き
顔
ば
か
り 
『
沙
漠
の
鶴
』
昭
和
十
九
（1

9
4

4

）
年
（
昭
和

二
十
三
年
刊
行
） 

こ
の
姿
勢
は
初
期
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
蟬
と
一
体
化
す
る
ま
で
没

入
し
、
蟬
の
意
思
を
感
じ
な
が
ら
鳴
き
声
を
聴
く
。 

 

微
笑
み
て
征
け
り
蟬
鳴
き
し
ん
に
鳴
く 

『
穂
高
』
昭
和
十
五
（1
9

4
0

）
年
（
刊
行
） 

鳴
い
て
い
る
の
は
蟬
な
の
か
楸
邨
な
の
か
、
私
に
は
区
別
が
つ
か
な
い
。 

属
性
で
は
な
く
生
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
の
意
思
を
捉
え
る

こ
と
だ
。
そ
れ
に
よ
り
、
季
語
の
表
現
も
自
ず
と
違
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
う
は
言
っ
て
も
、
長
い
生
涯
で
「
蟬
の
声
」
の
句
が
一
句
も
な
い
と
い
う

の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
意
識
的
に
避
け
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
避
け
る
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
芭
蕉
の
句
で

あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
句
が
あ
ま
り
に
も
人
口
に
膾
炙
し
た
た
め
、
「
蟬
の
声
」
と

置
く
だ
け
で
読
者
は
芭
蕉
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
そ
れ
を

利
用
し
て
効
果
を
あ
げ
る
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
楸
邨
は
芭
蕉
の
句
に
凭
れ

か
か
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
楸
邨
が
蟬
の
句
を
詠
む
と

き
に
芭
蕉
の
句
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。 

伝
統
的
な
季
語
に
対
す
る
楸
邨
の
考
え
方
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
紀
行

随
筆
の
『
隠
岐
へ
の
旅
』
の
中
に
四
頁
に
わ
た
る
俳
論
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
「
伝
統
と
因
襲
の
混
同
」
か
ら
始
ま
る
。「
俳
句
の
十
七
音
に
せ
よ
、
季
に

せ
よ
、
因
襲
と
し
て
使
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
随
分
多
い
」
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
後
展
開
さ
れ
る
の
は
十
七
音
論
で
あ
り
、
季
語
に
つ
い
て
の
言

及
は
な
い
も
の
の
季
語
へ
の
考
え
方
を
窺
い
知
れ
る
も
の
だ
。
そ
の
核
心
部
分

を
紹
介
す
る
。 
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「
伝
統
は
疑
い
ぬ
い
て
、
血
肉
化
さ
れ
た
歴
史
だ
。
十
七
音
を
一
度
疑
い

ぬ
い
て
、
も
う
一
度
我
々
の
立
つ
と
こ
ろ
に
於
て
新
た
に
生
み
か
え
す
こ

と
だ
。
（
中
略
）
も
う
一
度
、
自
分
の
、
こ
こ
で
、
こ
の
心
で
、
生
み
か

え
し
て
ゆ
く
の
だ
。
こ
れ
は
、
十
七
音
で
な
く
て
も
理
屈
で
は
よ
い
と
い

う
反
抗
精
神
を
通
っ
て
伝
統
を
生
み
か
え
す
精
神
だ
。
」 

こ
の
後
、
楸
邨
は
芭
蕉
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
芭
蕉
の
十
七
音
が
「
反
抗
し

ぬ
い
て
」
新
た
に
生
み
か
え
さ
れ
た
十
七
音
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

季
語
に
つ
い
て
の
言
及
は
や
は
り
な
い
。
こ
の
紀
行
随
筆
中
の
俳
論
部
分
の
最

後
の
段
落
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。 

「
私
が
い
い
た
い
こ
と
は
、
と
に
か
く
、
俳
句
の
十
七
音
に
甘
ん
じ
き
れ

ぬ
も
の
が
、
却
っ
て
十
七
音
を
生
か
す
重
さ
で
あ
り
、
季
に
就
て
も
、
季

に
甘
ん
じ
き
れ
ぬ
心
が
、
季
を
重
く
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
趣
味
的
な
因
襲
に
は
出
来
る
だ
け
従
わ
な
い
で
、
伝
統
と
し
て

の
そ
れ
を
、
自
分
の
現
実
の
心
で
生
み
か
え
し
て
み
た
い
と
い
う
念
願
を

持
ち
つ
づ
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。」 

こ
の
よ
う
に
十
七
音
論
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
「
十
七
音
に
せ
よ
、
季
に
せ

よ
…
…
」
か
ら
始
ま
り
、
「
季
に
就
て
も
…
…
」
で
終
わ
る
の
だ
が
、
季
へ
の

具
体
的
な
言
及
は
な
い
。
そ
の
精
神
は
十
七
音
の
場
合
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
季
に
つ
い
て
も
、
因
襲
に
従
わ
ず
、
自
分
の
現
実
の
心

で
生
み
か
え
す
と
い
う
こ
と
。
そ
の
決
意
を
以
て
実
作
に
臨
ん
で
い
る
。 

楸
邨
は
、
伝
統
を
疑
い
生
み
か
え
し
た
芭
蕉
に
共
感
し
、
芭
蕉
の
季
語
を
疑

い
生
み
か
え
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
芭
蕉
の

「
蟬
の
声
」
を
意
識
的
に
使
わ
な
か
っ
た
。 

で
は
楸
邨
は
芭
蕉
の
句
を
ど
う
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
章
で
は

そ
こ
か
ら
始
め
た
い
。 

 五
、
芭
蕉
と
の
対
峙 

 

閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蟬
の
声 

芭
蕉 

 

 

蟬
の
句
と
言
え
ば
誰
も
が
真
っ
先
に
思
う
の
は
芭
蕉
の
こ
の
句
で
あ
ろ
う
。

楸
邨
は
こ
の
句
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
楸
邨
の
著
書
に

「
芭
蕉
全
句
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
全
句
の
評
釈
で
あ
っ
て
、
句
意

は
短
く
ま
と
め
、
推
敲
の
経
緯
や
作
句
時
期
の
検
討
な
ど
に
紙
面
を
割
い
て
い

る
。
そ
の
た
め
楸
邨
独
自
の
解
釈
ま
で
は
突
っ
込
ん
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
楸
邨
の
〈
生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す
〉
の
句
を
通
し
て
読
み
か

え
し
て
み
る
と
、
楸
邨
は
芭
蕉
を
さ
ら
に
深
く
読
み
込
ん
で
い
て
、
芭
蕉
と
同
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じ
も
の
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。 

そ
れ
を
述
べ
る
前
に
芭
蕉
の
有
名
な
も
う
一
句
の
蟬
の
句
も
見
て
お
き
た

い
。
死
を
強
く
意
識
し
た
句
だ
。 

 
や
が
て
死
ぬ
け
し
き
は
見
え
ず
蟬
の
声 

芭
蕉 

 

現
代
語
の
意
味
は
「
や
が
て
」
は
「
す
ぐ
に
」
、
「
け
し
き
」
は
「
様
子
」、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
読
ん
で
も
、
現
代
語
の
感
覚
で
読
ん
だ
と
き
と
不
思
議
と
印
象

は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
句
は
「
や
が
て
死
ぬ
」
と
死
の
意
識
が
強
い
こ
と
を
表

明
し
な
が
ら
も
、
か
た
ち
の
上
で
は
「
け
し
き
は
見
え
ず
」
と
死
を
否
定
し
有

耶
無
耶
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
死
を
見
据
え
な
が
ら
も
生
死
の
明
確
な
境
界

な
ど
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
蟬
の
命
は
短
い
が
、
今
鳴
い
て
い
る
蟬
の
声

は
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
続
く
。
短
命
と
い
う
宿
命
を
負
っ
た
蟬
の
声
は
鳴
き

始
め
か
ら
死
を
内
包
し
、
死
へ
向
か
っ
て
続
い
て
ゆ
く
。 

 

楸
邨
は
「
閑
か
さ
や
」
の
句
を
読
む
際
も
、
蟬
の
声
に
死
を
内
包
し
た
生
、

死
へ
と
向
か
う
生
を
思
い
な
が
ら
読
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
蟬
の
声
は
蟬

時
雨
か
も
し
れ
な
い
し
一
匹
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
か

ま
わ
な
い
。
一
匹
で
も
蟬
の
声
が
続
く
限
り
岩
に
し
み
入
り
続
け
る
。
岩
の
中

に
蟬
の
声
が
充
満
す
る
。
死
を
内
包
す
る
生
が
充
満
し
た
、
岩
の
中
の
「
閑
か

さ
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
死
の
混
沌
と
し
た
カ
オ
ス
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
宇
宙
の
原
理
で
あ
り
秩
序
で
も
あ
る
。
岩
の
中
の
「
閑
か
さ
」

は
宇
宙
の
「
閑
か
さ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芭
蕉
の
句
の
岩
の
中
を
思
う
と
、

そ
の
「
閑
か
さ
」
は
な
ん
と
深
く
広
大
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
「
閑
か
さ
」
を
楸
邨
は
芭
蕉
と
は
違
う
表
現
で
詠
も
う
と
し
た
。
芭
蕉

は
岩
の
中
に
「
閑
か
さ
」
を
凝
縮
し
て
結
実
さ
せ
た
が
、
楸
邨
は
「
閑
か
さ
」

を
宇
宙
に
解
き
放
っ
た
。
こ
の
「
閑
か
さ
」
は
、
対
極
に
あ
る
生
と
死
、
存
在

と
無
を
一
体
と
し
た
カ
オ
ス
で
あ
り
な
が
ら
秩
序
で
も
あ
る
も
の
だ
。
楸
邨
は

芭
蕉
の
句
か
ら
感
じ
た
も
の
を
全
く
違
う
方
法
で
描
い
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

芭
蕉
と
並
び
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
芭
蕉
は
楸
邨
自
ら
の
心
を
以
て
生
み
か

え
す
べ
き
巨
大
な
「
伝
統
」
で
あ
る
。
そ
し
て
楸
邨
の
〈
生
や
死
や
有
や
無
や

蟬
が
充
満
す
〉
は
芭
蕉
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
だ
。 

 

芭
蕉
は
「
閑
か
さ
」
と
い
う
抽
象
世
界
を
「
岩
」
へ
と
具
象
化
し
た
。
楸
邨

は
「
閑
か
さ
」
の
抽
象
度
を
上
げ
る
こ
と
で
、
芭
蕉
の
句
に
お
い
て
読
み
飛
ば

し
が
ち
な
「
閑
か
さ
」
の
意
味
を
深
く
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
生
死
有
無

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ち
り
ば
め
た
。
た
だ
し
楸
邨
の
句
が
俳
句
と
し
て
成
功

と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
具
象
を
離
れ
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
批
判
は
免
れ
な
い
。 
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そ
も
そ
も
楸
邨
の
「
生
や
死
や
」
の
句
が
、
楸
邨
句
の
中
で
も
極
め
て
特
殊

な
句
で
あ
る
こ
と
は
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
だ
。
鳴
き
声
と
い
う
一
属
性
の
み

に
抽
象
化
せ
ず
に
、
個
性
と
し
て
存
在
そ
の
も
の
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
が

楸
邨
の
作
句
態
度
で
あ
る
。
敢
え
て
そ
の
逆
を
試
み
る
の
は
、
芭
蕉
の
「
閑
か

さ
や
」
の
句
に
対
峙
す
る
気
概
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
楸
邨

の
自
信
も
感
じ
ら
れ
る
。
難
解
に
な
り
直
ぐ
に
は
理
解
さ
れ
な
い
句
と
な
る
危

険
を
認
識
し
つ
つ
も
、
伝
わ
る
は
ず
だ
と
い
う
自
信
、
俳
句
の
可
能
性
を
広
げ

る
は
ず
だ
と
い
う
自
信
で
あ
る
。 

  

「
生
や
死
や
」
の
句
は
、
岩
波
文
庫
の
約
三
千
句
を
収
め
た
『
加
藤
楸
邨
句

集
』
に
は
な
い
。
こ
の
句
集
は
、
森
澄
雄
と
矢
島
房
利
の
選
に
よ
る
も
の
だ
。

二
人
は
こ
の
句
を
成
功
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
楸
邨
は

死
の
前
年
、
全
て
の
句
の
中
か
ら
自
選
三
百
二
句
を
収
め
た
句
集
を
編
ん
だ
。

そ
こ
に
は
〈
生
や
死
や
有
や
無
や
蟬
が
充
満
す
〉
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

句
の
真
価
を
再
び
世
に
問
う
た
の
だ
。
楸
邨
の
こ
の
句
へ
の
思
い
入
れ
は
深
い
。 

 

私
は
こ
の
句
と
出
会
っ
て
か
ら
折
に
触
れ
考
え
て
き
た
が
、
今
回
の
考
察
で

初
め
て
楸
邨
の
句
を
通
し
て
芭
蕉
の
句
を
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
た
。
楸
邨
の

言
う
「
伝
統
を
生
み
か
え
す
」
と
は
、
外
見
は
全
く
違
っ
て
も
そ
の
世
界
観
や

精
神
性
を
現
代
に
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
芭
蕉
の
句
に
見
出
だ
す
こ

と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
芭
蕉
を
現
代
の
視
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と
で
も
あ
る
。

楸
邨
は
そ
れ
を
こ
の
一
句
と
成
し
た
。
楸
邨
の
こ
の
句
は
評
価
し
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。 

（
了
） 


