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い
つ
も

見
慣
れ
た
も
の

見
慣
れ
た
景
色
を

た
だ

見
て
い
た
で
は

何
も
変
わ
ら
な
い

い
つ
も

同
じ
方
法

同
じ
考
え
で

た
だ

繰
り
返
し
て
い
た
で
は

何
も
生
ま
れ
な
い

そ
ん
な
こ
と

絶
対
あ
り
え
な
い

そ
う
思
え
る
と
こ
ろ
に

物
事
の
本
質
は

隠
れ
て
い
る
も
の

本
来
の
面め
ん
も
く目

見
極
め
て
み
よ
う

掘
り
下
げ
て
み
よ
う

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

【
出
典
】『
拾
得
詩
』「
井
底
に
紅
塵
生
じ
、
高
山
に
波
浪
起

こ
る
。
石
女
石
児
を
生
み
、
亀
毛
数
寸
長
ず
。（
以
下
略
）」

に
よ
る
。
自
己
本
来
の
本
性
を
見
極
め
る
悟
り
の
境
地
は
、

不
可
思
議
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
。

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派

撮影 : 超空正道



寒か
ん
ざ
ん
じ
っ
と
く

山
拾
得
　（
下
）

　
寒
山
拾
得
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
地
位
も

名
誉
も
家
庭
も
捨
て
、
世
間
の
し
が
ら
み
を

断
ち
切
っ
た
、
い
わ
ば
誇
り
高
き
ホ
ー
ム
レ

ス
の
よ
う
で
あ
り
、
万
人
向
け
と
は
と
て
も

言
い
難
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
執

着
を
捨
て
去
る
と
い
う
、
仏
法
の
根
本
の
教

え
の
精
神
を
学
ぶ
上
で
、
そ
の
詩
集
を
読
み

味
わ
う
べ
き
は
多
々
あ
り
ま
す
。
簡
潔
で
な

お
か
つ
深し
ん
え
ん淵
な
言
葉
を
と
お
し
て
、
現
代
人

の
鈍な
ま

っ
た
性し
ょ
う
ね根
を
た
た
き
直
し
、
な
に
が
し

か
の
力
を
奮
起
さ
せ
、
明
日
へ
の
生
き
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
い
た
だ
け
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
寒
山
が
文も
ん
じ
ゅ殊

菩
薩
で
拾
得
が
普ふ
げ
ん賢

菩
薩
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
豊ぶ
か
ん干

は
釈し
ゃ
か迦

牟む
に
に
ょ
ら
い

尼
如
来
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

豊
干
の
詩
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
わ
ず
か
二

首
の
み
で
あ
り
ま
す
。

◎
二
（
豊
干
詩
）

　
本
来
無む
い
ち
も
つ

一
物

　
亦ま

た
塵
の
払
う
可べ

き
無
し

　
若も

し
能よ

く
此こ

れ
に
了
達
す
れ
ば

　
坐
し
て
兀ご
つ
ご
つ兀

た
る
を
用
い
ず

【
解
釈
】
本
来
何
一
つ
存
在
し
な
い
、
そ
れ

で
取
り
除
く
塵
さ
え
も
無
い
。
も
し
も
こ
の

道
理
を
は
っ
き
り
と
悟
得
し
て
お
れ
ば
、
こ

と
こ
つ
と
坐
禅
に
精
を
出
さ
な
く
て
も
よ

い
。

《
私
評
》
空
の
教
え
を
端
的
に
言
い
得
た
「
本

来
無
一
物
」
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

悩
み
な
ぞ
吹
っ
飛
び
、
随
分
気
が
楽
に
な
る

も
の
。
生
ま
れ
る
以
前
、
影
も
形
も
な
か
っ

た
私
た
ち
は
、
本
来
無
一
物
。
縁
を
得
て
、

我
が
肉
体
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
い
た
だ
い

て
い
る
も
の
に
感
謝
こ
そ
す
れ
、
執
着
す
べ

き
も
の
は
何
も
な
い
。

◎
二
四
（
以
下
、
拾
得
詩
）

　
若も

し
老
鼠そ

を
捉と
ら
う
る
こ
と
を
解
せ
ば

　
五
百
の
猫
に
在あ

ら
ず

　
若
し
能よ

く
理り
し
ょ
う性
を
悟
れ
ば

　
那な

ん
ぞ
錦き
ん
し
ゅ
う繍の

包
に
由よ

ら
ん

　
真
珠
席せ
き
た
い袋
に
入
り

　
仏
性
蓬ほ
う
ぼ
う茅
に
止
ま
る

　
一
群
の
取し
ゅ
そ
う相

の
漢

　
意
を
用
う
る
も
総す
べ

て
交
わ
る
無
し

【
解
釈
】
も
し
も
鼠
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
お
れ
ば
、
別
に
五
百
の
猫
が
お
ら
な

く
て
も
よ
い
。
も
し
も
不
変
の
本
性
を
悟
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
錦に
し
きの

刺
繍
を
し
た
立
派

な
物
に
包
む
こ
と
は
い
ら
な
い
。
真
珠
は
粗

末
な
藁わ
ら

づ
つ
み
に
入
っ
て
い
て
も
真
珠
で
あ

る
し
、
仏
法
は
わ
ら
ぶ
き
の
粗
末
な
家
に

あ
っ
て
も
仏
性
で
あ
る
。
一
群
の
形
に
執
着

す
る
奴
ら
に
は
、
心
を
配
っ
て
も
全
く
通
じ

な
い
。

《
私
評
》
高
級
ブ
ラ
ン
ド
に
身
を
包
ん
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
が
立
派
に
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
飾
る
も
の
で
、
騙だ
ま

し
た
り
、
騙だ
ま

さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
少
々
古
い
で
す
が
、

水
前
寺
清
子
の
『
い
っ
ぽ
ん
ど
っ
こ
の
唄
』

（
作
詞
・
星
野
哲
郎
）「
ぼ
ろ
は
着
て
て
も
、

こ
こ
ろ
の
錦
」
の
心
意
気
こ
そ
大
切
。
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◎
三
〇

　
門
を
閉と
ざ

ざ
し
て
私ひ
そ

か
に
罪
を
造
り

　
災さ
い
お
う殃
を
免
れ
ん
と
準
擬ぎ

す

　
他
の
悪
部
の
童
に

　
抄
し
得
て
閻
王
に
報
ぜ
被ら

る

　
縦た
と
い
鑊か
く
と
う湯
に
入
ら
ざ
る
も

　
亦ま

た
須す
べ
から
く
鉄
床
に
臥ふ

す
べ
し

　
人
を
雇
い
て
替か
わ

る
を
許
さ
ず

　
自
か
ら
作な

し
て
自
身
当あ
た

る

【
解
釈
】
門
を
し
め
て
ひ
そ
か
に
罪
を
作
り
、

災
難
を
の
が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
悪
い
者

ど
も
を
見
張
っ
て
い
る
者
が
、
書
き
出
し
て

閻
魔
大
王
に
報
告
し
て
い
る
。
た
と
え
釜
ゆ

で
の
拷
問
を
受
け
な
く
て
も
、
鉄
床
の
責せ

め

は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
を
雇
い

入
れ
て
身
代
り
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
自
分
で
な
し
た
こ
と
は
自
分
で
責
任
を

と
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

《
私
評
》
物
事
に
は
原
因
が
あ
り
、
そ
の
結

果
が
あ
る
。
ひ
と
つ
の
原
因
に
は
、
相
応
な

結
果
が
と
も
な
う
。
つ
ま
り
、
因い
ん
が
お
う
ほ
う

果
応
報
。

そ
し
て
、
自
分
の
原
因
と
な
る
行
為
の
結
果

を
、
自
分
が
受
け
る
こ
と
を
自じ
ご
う
じ
と
く

業
自
得
と
い

う
。
今
の
自
分
は
、
過
去
の
自
分
の
結
果
で

あ
り
、
今
の
自
分
の
行
い
は
、
未
来
の
自
分

を
決
定
づ
け
る
。
あ
く
ま
で
自
己
責
任
、
誰

も
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

◎
三
六

　
出
家
は
出
離
を
求
め

　
苦
し
き
衆
生
を
哀
念
す

　
仏
を
助
け
て
化
を
揚あ

ぐ
る
を
為
し

　
教
え
て
路
を
選
び
て
行
か
令し

む

　
何
ぞ
曾か
つ

て
苦
を
救
う
を
解
せ
ん
や

　
意
を
恣
ほ
し
い
ま
まに
し
て
乱
れ
て
縦
横

　
一
時
に
同
じ
く
溺で
き
を
受
け

　
倶と
も
に
大
深し
ん
こ
う坑
に
落
ち
ん

【
解
釈
】
出
家
の
人
は
俗
世
を
離
れ
出
る
こ
と

を
求
め
て
、
苦
し
み
悩な
や

ん
で
い
る
衆
生
を
気

の
毒
に
思
っ
て
い
る
。
仏
を
お
助
け
し
て
大

い
に
教
化
を
な
し
、
衆
生
が
迷
わ
ず
正
道
を

選
ん
で
行
く
よ
う
に
教
え
諭さ
と

す
も
の
だ
。
今

の
出
家
の
者
は
、
衆
生
の
苦
し
み
を
救
っ
て

や
る
こ
と
な
ん
か
知
っ
て
は
い
な
い
。
気
ま

ま
勝
手
に
や
り
ほ
う
だ
い
。
こ
う
い
う
奴
は

一
度
に
皆
水
に
溺お
ぼ

れ
、
も
ろ
と
も
大
き
な
深

い
坑あ
な
に
落
ち
る
ん
だ
。

《
私
評
》
寒
山
拾
得
は
、
俗
を
断
ち
切
れ
な

い
で
い
る
似え

せ非
出
家
者
に
対
し
て
、
手
厳
し

く
批
判
し
て
い
る
詩
を
い
く
つ
も
残
し
て
い

る
。
私
自
身
、
そ
れ
ら
の
詩
を
読
む
に
つ
け
、

仏
門
に
身
を
置
く
者
と
し
て
、
僧
籍
を
汚
し

て
い
ま
い
か
と
恥
じ
入
る
ば
か
り
。
折
も
折
、

世
も
末
と
言
う
べ
き
か
、
夜
遊
び
、
ギ
ャ
ン

ブ
ル
の
果
て
に
多
額
の
借
金
を
作
り
、
こ
と

も
あ
ろ
う
に
保
険
金
目
当
て
に
、
自
坊
で
あ

る
由ゆ
い
し
ょ緒
あ
る
伽が
ら
ん藍
に
放
火
し
た
と
い
う
、
と

ん
で
も
な
い
住
職
の
出
現
に
は
、
た
だ
唖
然
。

　
聖
と
俗
は
宗
教
の
重
要
な
テ
ー
マ
。
寒
山

拾
得
の
言
は
、
ま
さ
に
頂ち
ょ
う
も
ん門の

一い
っ
し
ん針

。

※
注
　
詩
に
付
し
た
番
号
、
及
び
、
書
き
下

し
は
、
座
右
版
『
寒
山
拾
得
』
久
須
本
文
雄

著
（
講
談
社
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
、【
解
釈
】

も
同
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
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―
将
棋
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
ば
で
、
逃

げ
場
所
の
な
い
と
こ
ろ
へ
追
い
込
ま
れ

る
こ
と
。「
雪
隠
火
事
」
―
や
け
く
そ
の

洒
落
。「
雪
隠
で
饅ま
ん
じ
ゅ
う頭」
―
便
所
は
唯
一

の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
保
て
る
場
所
で
あ

る
と
い
う
意
味
。
さ
ら
に
は
、「
雪
隠
と

持じ
ぶ
つ仏
」
―
家
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
、

と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
菜
の
花

　
春
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
は
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。見
て
楽
し
む
も
の
、

食
し
て
楽
し
む
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
趣

は
違
い
ま
し
ょ
う
が
、
両
方
楽
し
め
る

も
の
と
な
る
と
「
菜
の
花
」。
ほ
ん
の

り
と
し
た
苦
み
、
ま
た
こ
れ
が
よ
い
。

◆
真
珠
婚
小こ
ば
ち鉢
に
菜な
ば
な花

　
　
　
　
　
　
　
　
孫
ふ
た
り
　
沐
魚

め
（
つ
ま
り
は
現
在
の
水
洗
ト
イ
レ
に

近
い
。
日
本
で
は
高
野
山
の
例
が
知
ら

れ
て
い
る
）。

　
ま
た
後
架
は
、
も
と
も
と
は
禅
寺
の

洗
面
所
だ
っ
た
が
、
僧
堂
の
後
ろ
に
架

け
渡
し
て
造
ら
れ
た
た
め
に
こ
う
し
た

名
が
つ
き
、
や
が
て
洗
面
所
は
ト
イ
レ

と
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
御
不
浄
は
「
不ふ

じ
ょ
う浄

」（
汚
れ
て
い
る
）

と
い
う
仏
教
語
か
ら
出
た
も
の
で
、
月

経
の
差
別
用
語
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

　
こ
の
雪
隠
と
い
う
こ
と
ば
は
古
く
か

ら
庶
民
に
親
し
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
卓

抜
な
表
現
を
生
ん
だ
。
そ
の
例
を
あ
げ

て
み
よ
う
。

　「
雪
隠
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃
」
―
雪
隠
で
屈か
が

ん
で

る
ば
か
り
で
人
前
に
披
露
で
き
な
い
芸
、

下
手
な
芸
。「
雪
隠
大
工
」
―
便
所
し
か

造
れ
な
い
下
手
な
大
工
。「
雪
隠
詰
め
」

◎
雪せ
っ
ち
ん隠

　
も
ち
ろ
ん
ト
イ
レ
の
代
名
詞
。
中
国

浙せ
っ
こ
う江

省
の
禅
寺
雪せ
っ
ち
ょ
う竇

山
霊れ
い
い
ん隠

寺
で
、
雪せ
っ

竇ち
ょ
う
ぜ
ん
じ

禅
師
が
と
か
く
汚
い
仕
事
と
嫌
わ
れ

が
ち
な
便
所
掃
除
を
大
切
に
し
た
故
事

か
ら
起
こ
っ
て
い
る
。
正
し
く
は
せ
つ
い

0

0

0

ん0

と
発
音
。
あ
る
い
は
、
せ
っ
ち

0

0

0

と
も
。

　
し
か
し
こ
の
考
え
は
正
し
く
な
い
と

い
う
説
も
強
い
。
禅
寺
で
は
東
西
両
側

に
ト
イ
レ
が
設
け
ら
れ
た
が
、
西
側
の

ト
イ
レ
は
「
西せ
い
じ
ょ
う浄」

と
呼
ば
れ
、
常
に

清
潔
に
し
て
お
く
べ
き
場
所
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
西
浄
は
唐
音
で

せ
い
ち
ん

0

0

0

0

と
発
音
す
る
。
こ
の
音
に
漢

字
を
当
て
は
め
て
生
ま
れ
た
の
が
「
雪せ
っ

隠ち
ん
」
と
い
う
わ
け
だ
。

　
そ
の
他
、
ト
イ
レ
の
名
と
し
て
は

「
厠か
わ
や」「

後こ
う
か架

」「
御ご
ふ
じ
ょ
う

不
浄
」
が
仏
教
関
係

か
ら
出
た
こ
と
ば
と
さ
れ
て
い
る
。

　
厠
は
、
川
の
上
に
ト
イ
レ
を
造
っ
た
た
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