


お
降
り
と
い
へ
る
言
葉
も
美
し
く 

高
野　
素
十

　
新
年
の
季
語
に
は
忌
み
こ
と
ば
に
か
か
わ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。「
御
降
り
」
も
そ

の
ひ
と
つ
で
、
元
日
、
あ
る
い
は
三
が
日
に
降
る
雨
や
雪
の
こ
と
を
い
う
。「
ふ
る
」
は

「
古
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
口
に
す
る
こ
と
を
避
け
、「
お
さ
が
り
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
発
想
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
お
さ
が
り
」
と
い
う
言
葉
じ
た
い
が
美
し
い
と
い
う
、

い
と
も
単
純
な
仕
立
て
方
が
こ
の
句
の
味
わ
い
に
な
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
御
降
り
が
あ

る
と
「
富
正
月
」
と
い
い
、
豊
穣
の
前
兆
と
さ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
美
し
い
言
葉
で
あ
る
。

　
　
香こ

う
雨う

【
か
ぐ
わ
し
い
雨
。
め
ぐ
み
の
雨
】

　
　
慧
日
晨
開
、
香
雨
宵
墜
（
慧
日
、
晨
に
開
き
、
香
雨
、
宵
に
墜
つ
）　
沈
約
「
弥
勒
賛
」

片
山
由
美
子

雨
の
歌
〔
十
二
〕
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門
で
一
二
枚
立
読
み
年
賀
状

ふ
す
ま
絵
の
鶴
も
出
払
ひ
お
正
月

鎌
倉
へ
電
車
が
た
が
た
お
正
月

石
段
が
石
段
さ
そ
ひ
初
詣

13

 2



子
は
子
ど
も
走
り
と
な
り
て
初
詣

銭
湯
を
た
の
し
む
旅
へ
お
正
月

い
づ
こ
か
に
鈴
の
音
さ
せ
春
着
の
子

久
々
に
た
た
み
に
触
れ
て
か
る
た
取

初
夢
の
ふ
た
ま
く
目
か
ら
話
し
け
り

初
夢
や
富
士
は
ふ
る
さ
と
ご
と
に
あ
り

初
夢
の
さ
め
て
ふ
た
た
び
夢
の
中

3



炎
い
ま
龍
か
麒
麟
か
牡
丹
焚
く

牡
丹
焚
火
立
ち
上
が
る
火
の
化
身
め
く

あ
つ
け
な
く
炎
を
上
げ
て
牡
丹
榾

倒
れ
く
る
牡
丹
焚
火
の
火
の
柱

13

 4



ひ
と
と
せ
の
ま
ぼ
ろ
し
め
き
て
牡
丹
供
養

ち
ぎ
れ
飛
ぶ
牡
丹
供
養
の
炎
か
な

束
の
間
を
牡
丹
焚
火
に
ぬ
く
も
り
て

牡
丹
焚
く
火
を
囲
む
人
包
む
闇

牡
丹
供
養
く
す
ぶ
る
こ
と
の
な
く
果
て
ぬ

牡
丹
焚
火
尉
と
な
る
ま
で
見
届
け
よ

夢
の
中
に
て
燠
と
な
り
牡
丹
焚
火

5



秋
の
夜
の
口
に
親
し
き
相
聞
歌 
大　
分 
古
賀　
宣
道

鰯
雲
一
人
に
な
り
た
し
と
歩
く

☆
妻
を
つ
い
探
し
て
し
ま
ふ
踊
の
輪

蓑
虫
や
母
の
知
ら
ざ
る
父
の
過
去

冬
麗
や
富
士
山
見
ゆ
る
岬
ま
で 

神
奈
川 

伊
藤　
仁
美

門
に
出
て
御
用
始
の
子
を
送
る

鉄
瓶
に
湯
の
沸
く
音
や
山
眠
る

木
の
実
踏
む
音
森
中
に
響
き
け
り

秋
め
く
や
茶
房
の
壁
に
夢
二
の
絵 

岐　
阜 

坂
井
千
鶴
子

☆
す
れ
違
ふ
人
の
た
ち
ま
ち
霧
の
中

門
を
出
て
風
の
か
す
か
に
竹
の
春

夕
空
の
隅
に
あ
ふ
れ
て
赤
と
ん
ぼ

大
瓢
影
も
そ
の
ま
ま
大
い
な
る 

静　
岡 

吉
住　
達
也

天
網
の
端
の
ほ
つ
れ
を
稲
つ
る
み

☆
露
ひ
と
つ
落
ち
て
淡
海
の
水
こ
だ
ま

よ
く
晴
れ
て
野
菊
の
に
ほ
ふ
水
都
か
な

日
の
温
み
背
中
に
受
け
て
大
根
蒔
く 

神
奈
川 

島
原　
惠
子

自
転
車
を
寝
か
せ
て
お
き
ぬ
台
風
圏

近
況
を
問
ふ
子
の
電
話
秋
涼
し

勾
玉
の
ご
と
き
が
吹
か
れ
秋
茄
子
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海
底
に
眠
る
火
山
や
星
月
夜 

東　
京 

網
倉　
明
子

も
つ
れ
た
る
糸
も
て
あ
ま
す
夜
長
か
な

釣
果
て
ふ
こ
と
は
古
書
に
も
夜
半
の
秋

瞬
い
て
ネ
オ
ン
の
灯
る
雨
月
か
な

代
替
り
せ
し
あ
い
さ
つ
の
今
年
米 

広　
島 

光
籏　
弥
生

背
の
順
の
す
こ
し
後
ろ
に
休
暇
明

秋
う
ら
ら
轆
轤
に
土
の
伸
び
縮
み

こ
ろ
が
し
て
置
け
と
冬
瓜
届
き
た
る

続
柄
を
長
女
と
記
す
る
秋
灯
下 
東　
京 

佐
藤　
未
幸

子
の
つ
い
て
来
て
数
へ
て
は
種
を
採
る

空
つ
ぽ
の
艇
庫
自
在
に
鬼
や
ん
ま

秋
暑
し
波
止
場
の
猫
に
な
つ
か
れ
て

☆
香
辛
料
に
ほ
ふ
横
丁
秋
暑
し 

東　
京 
石
川
美
代
子

朝
霧
に
浮
か
び
て
ゐ
た
る
竹
生
島

キ
ッ
チ
ン
の
空
瓶
に
さ
す
秋
桜

ア
ザ
ー
ン
の
四
方
よ
り
聞
こ
え
星
月
夜

蚊
遣
火
や
片
手
で
開
け
る
勝
手
口 

東　
京 

西
田　
公
正

も
の
陰
へ
紛
れ
こ
み
た
る
秋
の
蝶

数
珠
玉
や
疏
水
は
ゆ
る
く
町
な
か
へ

波
音
の
少
し
遅
れ
て
秋
の
浜

☆
出
来
秋
の
取
り
込
む
物
に
日
の
匂
ひ 

埼　
玉 

山
田　
和
子

裏
道
の
小
暗
き
と
こ
ろ
秋
海
棠

踏
切
の
向
か
う
も
一
人
秋
の
暮

し
ろ
が
ね
の
光
の
海
や
芒
原

斎
竹
の
風
に
さ
ざ
め
く
秋
祭 

福　
島 

大
友　
康
子

祝
ぎ
ご
と
に
帰
る
ふ
る
さ
と
葛
の
花

☆
台
風
の
近
づ
く
空
の
青
さ
か
な

留
守
が
ち
の
家
の
木
犀
よ
く
匂
ひ

焦
げ
付
き
し
鍋
底
み
が
く
稲
び
か
り 

滋　
賀 

小
嶋　
千
代

抱
へ
来
て
ど
す
ん
と
冬
瓜
土
間
へ
置
く

湖
に
入
る
流
れ
穏
や
か
曼
珠
沙
華

秋
簾
捲
け
ば
夕
日
の
す
べ
り
込
む

天
高
し
子
ら
は
斜
面
を
滑
り
下
り 

長　
崎 

村
尾　
夏
子

秋
灯
や
ま
た
読
み
返
す
入
門
書

☆
花
壇
よ
り
路
傍
を
好
み
鳳
仙
花

聞
き
な
が
す
父
の
小
言
や
蚯
蚓
鳴
く

つ
づ
れ
さ
せ
金
で
繕
ふ
楽
茶
碗 

千　
葉 

田
中
美
惠
子

菊
香
る
金
婚
の
帯
ゆ
る
ら
か
に

世
阿
弥
忌
や
針
の
や
う
な
る
観
世
縒

檸
檬
切
る
風
よ
く
通
る
厨
窓

＊

＊
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妻
を
つ
い
探
し
て
し
ま
ふ
踊
の
輪 

大　
分 

古
賀　
宣
道

　
若
い
ご
夫
婦
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
一
緒
に
踊
り
に
加
わ
っ
て
い
て

は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
最
初
か
ら
作
者

は
見
物
に
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
勢
の
人
が
廻
っ
て
く
る
の
を

眺
め
つ
つ
、
妻
は
ど
の
辺
に
い
る
の
だ
ろ
う
と
「
つ
い
探
し
て
し
ま

ふ
」
と
い
う
の
が
何
と
も
微
笑
ま
し
い
。

す
れ
違
ふ
人
の
た
ち
ま
ち
霧
の
中 

岐　
阜 

坂
井
千
鶴
子

　
霧
が
た
ち
こ
め
る
中
に
い
る
と
、
視
界
が
全
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
に
驚
く
。
い
ま
す
れ
違
っ
た
人
が
、
も
う
霧
に
包
ま
れ
て
い

る
。
霧
そ
の
も
の
も
か
な
り
の
速
さ
で
流
れ
て
い
て
、
ぶ
つ
か
っ
て

く
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
ん
な
中
に
い
る
不
安
感
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
と
一
句
に
ス
ピ
ー
ド
が
あ
り
、
内
容
に
ふ

さ
わ
し
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

露
ひ
と
つ
落
ち
て
淡
海
の
水
こ
だ
ま 

静　
岡 

吉
住　
達
也

　
多
分
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
澄
み
き
っ
た
鈴
の
音
の
よ
う

な
響
き
が
聞
こ
え
て
く
る
気
が
す
る
。
ま
た
、
小
さ
な
露
ひ
と
つ
ぶ

が
水
面
に
落
ち
た
瞬
間
、
は
じ
け
る
よ
う
に
水
し
ぶ
き
が
上
が
る
の

が
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
で
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

言
葉
に
よ
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
世
界
と
言
う
べ
き
だ

ろ
う
か
。
現
実
を
超
え
た
美
し
さ
が
あ
る
。

香
辛
料
に
ほ
ふ
横
丁
秋
暑
し 

東　
京 

石
川
美
代
子

　
日
本
に
住
む
外
国
人
の
増
加
に
伴
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
も
の
を

食
べ
さ
せ
る
料
理
店
が
増
え
て
い
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
と
も
な
る

と
香
辛
料
が
付
き
物
で
、
店
の
外
に
ま
で
匂
い
が
漂
っ
て
く
る
。
東

京
あ
た
り
で
は
大
通
り
を
一
歩
入
る
と
小
さ
な
店
が
軒
を
連
ね
て
い

る
地
域
が
あ
り
、
こ
ん
な
横
丁
も
。「
秋
暑
し
」
に
、
強
烈
な
匂
い

に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
気
分
が
感
じ
ら
れ
る
。

出
来
秋
の
取
り
込
む
物
に
日
の
匂
ひ 

埼　
玉 

山
田　
和
子

　
豆
類
な
ど
、
秋
に
収
穫
す
る
も
の
は
多
い
。
乾
燥
さ
せ
て
保
存
す

る
こ
と
も
多
く
、「
日
の
匂
ひ
」
が
そ
れ
を
集
約
し
て
い
る
。
太
陽

の
恵
み
を
た
っ
ぷ
り
受
け
た
も
の
の
豊
か
さ
、
実
り
の
秋
の
豊
か
さ

が
感
じ
ら
れ
る
。

選
後
に 

片
山
由
美
子

│
│
「
香
雨
集
」
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台
風
の
近
づ
く
空
の
青
さ
か
な 

福　
島 

大
友　
康
子

　
台
風
が
過
ぎ
た
あ
と
の
青
空
の
こ
と
は
よ
く
詠
ま
れ
る
が
、
近
づ

く
前
の
「
空
の
青
さ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
発
見
が
あ
る
。
ま
だ
そ
う

近
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
気
象
情
報
な
ど
で
台
風
の
予
想
進

路
が
示
さ
れ
、
ど
う
も
こ
ち
ら
へ
来
る
ら
し
い
が
、
ま
だ
嘘
の
よ
う

に
晴
れ
上
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
逆
に
不
安
に
思
え
る
青
さ
で
あ
る
。

花
壇
よ
り
路
傍
を
好
み
鳳
仙
花 

長　
崎 

村
尾　
夏
子

　
鳳
仙
花
は
、
花
壇
な
ど
に
観
賞
用
と
し
て
植
え
ら
れ
る
の
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
、
繁
殖
力
が
旺
盛
な
の
で
、
種
が
こ
ぼ
れ
た
と
こ
ろ
に
芽

を
出
し
て
生
長
す
る
。
道
端
に
固
ま
っ
て
花
を
つ
け
て
い
る
の
を
よ

く
見
か
け
る
が
、
そ
れ
を
鳳
仙
花
が
路
傍
を
好
ん
で
そ
こ
に
咲
い
て

い
る
の
だ
と
し
た
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
。

明
日
で
き
る
こ
と
は
明
日
せ
む
秋
う
ら
ら 

東　
京  

金
井
憲
一
郎

　
「
今
日
で
き
る
こ
と
を
明
日
に
伸
ば
す
な
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が

あ
る
。
勤
勉
を
奨
励
す
る
教
訓
と
い
え
る
が
、
明
日
で
き
る
こ
と
は

明
日
や
る
こ
と
に
と
、
逆
を
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
ほ
っ
と
す
る
も

の
が
あ
る
。「
秋
う
ら
ら
」
の
明
る
さ
が
よ
い
。
実
際
に
、「
明
日
で

き
る
こ
と
は
今
日
す
る
な
」
と
い
う
某
国
の
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
。
凡

人
は
こ
ち
ら
に
従
い
た
く
な
る
。

虫
の
闇
明
日
の
米
を
研
い
で
を
り 

東　
京 

三
𠮷
み
ど
り

　
食
事
の
片
付
け
が
終
わ
り
、
最
後
に
明
日
の
朝
食
の
た
め
の
米
を

研
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
り
は
す
っ
か
り
静
か
に
な
り
、
虫
の

声
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
。
夜
が
更
け
て
き
た
様
子
を
「
虫
の
闇
」
が

伝
え
て
い
る
。
米
を
研
ぎ
終
わ
れ
ば
、
家
の
中
は
何
の
音
も
し
な
く

な
り
そ
う
で
あ
る
。

シ
ク
ラ
メ
ン
な
る
ほ
ど
こ
れ
が
真
綿
色 

東　
京 

小
林　
幸
々

　
小
椋
佳
の
「
シ
ク
ラ
メ
ン
の
か
ほ
り
」
が
作
ら
れ
た
の
は
一
九
七

五
年
と
い
う
の
だ
か
ら
、
も
う
半
世
紀
近
く
前
の
こ
と
に
な
る
。

「
真
綿
色
し
た
シ
ク
ラ
メ
ン
の
…
」
と
い
う
歌
詞
は
、
シ
ク
ラ
メ
ン

の
花
の
微
妙
な
白
さ
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
と
感
心
し
た
も
の
で
あ

る
。
白
い
シ
ク
ラ
メ
ン
を
見
て
、「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
す
る
の
は

よ
く
わ
か
る
。

稲
雀
突
如
現
れ
突
如
去
る 

岐　
阜 

白
橋　
國
弘

　
稲
雀
の
群
れ
が
一
斉
に
降
り
て
き
て
一
斉
に
飛
び
立
つ
、
と
い
う

句
は
よ
く
あ
る
の
だ
が
、「
突
如
」
が
そ
の
様
子
を
よ
り
鮮
明
に
描

写
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
と
思
う
間
も

な
く
去
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
素
早
さ
は
感
嘆
に
値
す
る
。
漢
字
の
多

い
字
面
の
違
和
感
が
逆
に
面
白
さ
と
な
っ
て
い
る
。
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文
化
の
日
横
文
字
多
き
文
化
欄

使
は
れ
ぬ
百
科
事
典
や
文
化
の
日

Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
照
明
を
替
へ
文
化
の
日

家
族
み
な
違
ふ
行
先
文
化
の
日

卓
上
の
ピ
ア
ノ
鳴
ら
し
ぬ
文
化
の
日

　
こ
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
文
化
の
日
」
の
句
が
あ
り
ま
し
た
が
、

ど
れ
も
俳
句
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
文
化
の
日
」
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
難
し
い
季
語
と
い
え
ま
す
。

文
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
何
か
を
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
発

想
が
ほ
と
ん
ど
で
、「
文
化
の
日
」
と
い
う
季
語
か
ら
ず
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
国
民
の
祝
日
は
す
べ
て
季
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
本
来
、

俳
句
と
は
関
係
性
の
薄
い
も
の
が
多
く
、
季
語
と
し
て
用
い
る
難
し

さ
が
あ
り
ま
す
。
俳
句
で
は
、
少
な
く
と
も
季
節
感
が
そ
こ
に
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

葉
を
落
と
し
始
ま
る
木
々
の
冬
支
度

　
こ
れ
を
「
冬
支
度
」
と
い
う
で
し
ょ
う
か
。
歳
時
記
で
重
要
な
の

は
季
語
の
分
類
で
す
。
現
代
の
歳
時
記
は
「
時
候
・
天
文
・
地
理
・

生
活
・
行
事
・
動
物
・
植
物
」
と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
活
は
、

少
し
古
い
歳
時
記
で
は
「
人
事
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の

生
活
に
関
わ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
句
の
よ
う
に
植
物
が
冬

支
度
を
す
る
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
動
物
の
毛
が
生
え
換
わ
る
の
も
冬

支
度
と
は
い
わ
な
い
の
で
す
。
時
々
見
か
け
る
の
は
、
山
が
緑
か
ら

赤
に
更
衣
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
句
で
す
。
美
し
く
紅
葉
し
た
か
ら

と
い
っ
て
更
衣
し
た
と
は
い
い
ま
せ
ん
。

　
「
白
息
」「
日
向
ぼ
こ
」
も
生
活
の
季
語
で
す
か
ら
、
動
物
の
吐
く

息
が
白
い
か
ら
と
い
っ
て
「
白
息
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
し
、
日
溜
ま

り
で
猫
が
日
向
ぼ
こ
を
し
て
い
る
と
も
言
い
ま
せ
ん
。

返
納
の
運
転
免
許
敬
老
日

　
こ
れ
は
最
近
あ
ち
こ
ち
で
よ
く
出
て
く
る
内
容
の
句
で
す
。「
免

許
証
返
納
を
決
め
…
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
季
語
と
の
取
合
せ
で
目

に
し
ま
す
。
作
者
に
と
っ
て
は
実
際
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
感
慨

も
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
個
人
の
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き

句
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
作
品
と
し
て
発
表
す
る
と
、
類
想
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
同
じ
よ
う
に
こ
の
頃
多
い
の
は
「
墓
終
ひ
」「
終
活
」
な
ど
で
す
。

世
相
を
反
映
し
た
言
葉
で
す
が
、
俳
句
に
お
け
る
「
詩
語
」
に
な
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

採
ら
な
か
っ
た
句　
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豊
年
や
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
人
の
列

　
こ
れ
も
同
じ
こ
と
か
い
え
ま
す
。「
Ｂ
級
グ
ル
メ
」
と
い
う
の
は

日
常
生
活
で
は
知
ら
な
い
人
の
ほ
う
が
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

通
俗
的
で
す
。
流
行
語
の
類
は
、
伝
達
性
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

消
費
し
て
し
ま
え
ば
新
鮮
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
世
相
を

切
り
取
る
川
柳
で
は
普
通
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
普
遍
を
が
重
視
す
る

俳
句
に
は
向
か
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

諳
ん
ず
る
噺
に
笑
ひ
初
高
座

　
新
年
の
句
と
し
て
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
初
高
座
」

が
季
語
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
俳
人
で

も
あ
る
咄
家
の
方
が
言
う
に
は
、「
初
高
座
」
と
は
真
打
に
な
っ
て

初
め
て
の
高
座
の
こ
と
で
あ
り
、
正
月
の
寄
席
で
は
な
い
そ
う
で
す
。

「
初
」
を
つ
け
れ
ば
何
で
も
新
年
の
季
語
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
季
語
の
な
か
で
も
「
初
雷
」「
初
午
」「
初
霰
」「
初
筏
」「
初

鮭
」「
初
時
雨
」「
初
虹
」
な
ど
、「
初
」
と
い
っ
て
も
新
年
の
季
語

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
紛
ら
わ
し
い
の
は
「
初
声
」
と
「
初
音
」
で
す
。「
初
声
（
は
つ

ご
え
）」
は
元
朝
に
聞
く
諸
鳥
の
声
で
あ
り
、「
初
音
」
は
春
に
な
っ

て
初
め
て
聞
く
鶯
の
こ
と
で
す
。

久
に
訪
ふ
国
分
寺
跡
草
紅
葉

　
作
者
は
、
久
々
に
国
分
寺
跡
を
訪
れ
た
と
い
う
つ
も
り
で
「
久
に

訪
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
久
に
」
の
「
久
」

は
時
間
の
長
い
こ
と
、
久
し
い
さ
ま
、
と
辞
書
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
久
し
ぶ
り
の
意
の
「
久
々
」
と
は
違
う
言
葉
な
の
で
す
。

　
似
て
い
る
言
葉
に
「
久
方
」
が
あ
り
ま
す
。「
久
方
ぶ
り
」
は

「
久
し
ぶ
り
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、「
久
方
の
」
と
い
え
ば
和
歌
の

枕
詞
で
あ
り
、「
天
・
空
・
月
・
雲
・
雨
・
光
・
夜
」
な
ど
、
大
空

に
か
か
わ
る
語
に
か
か
り
ま
す
。「
久
方
の
訪
問
」
な
ど
と
は
言
わ

な
い
の
で
要
注
意
で
す
。

二
ン
月
の
風
や
歩
幅
を
や
や
広
く

　
古
い
俳
句
で
は
「
二
ン
月
」
と
い
う
使
い
方
を
し
て
い
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
三
音
の
「
二
月
」
を
上
五
に
収
め
る
た
め
の
工
夫
な
の

で
し
ょ
う
が
、
古
臭
い
印
象
を
与
え
ま
す
。
こ
う
い
う
と
き
は
「
如

月
」
な
ど
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

如
月
の
風
や
歩
幅
を
や
や
広
く

　
こ
れ
で
全
く
問
題
の
な
い
句
に
な
り
ま
す
。
初
案
に
縛
ら
れ
ず
に

推
敲
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
季
語
の
音
数
の
問
題
と
し
て
は
「
牡
丹
」
を
「
ぼ
う
た
ん
」
と
引

き
伸
ば
し
た
り
、「
夕
焼
」「
夕
立
」
を
「
ゆ
や
け
」「
ゆ
だ
ち
」
の

よ
う
に
縮
め
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
俳
句
独
特

の
言
い
方
で
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
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