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蕎麦の花：超空正道撮影

皆
と

同
じ
で
あ
る
こ
と
に

腐
心
を
し

大
過
な
き
を

さ
し
あ
た
り
の

目
標
と
し

あ
ま
た
の
人
々
の
中
に

わ
が
身
を
置
く
も

右
に
左
に

彷さ
ま
よ徨
う
は

悲
し
き
凡ぼ
ん
ぶ夫
の
性さ
が

今
　
重
く
の
し
か
か
る

こ
だ
わ
り
を
捨
て

利り

た他
　
自
分
へ
の
思
い
を

他
者
に
振
り
向
け
て
み
よ
う

遙
か
向
こ
う
の
岸
に

明
る
い
世
界
が

見
え
て
く
る

【
語
意
】

　
梵
語
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
の
音
写
「
波は
ら
み
っ
た

羅
蜜
多
」
あ

る
い
は
「
波は
ら
み
つ

羅
蜜
」。
宗
教
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の

実
践
修
行
。
完
成
・
熟
達
の
意
で
あ
る
が
、
現
実
界

（
生し
ょ
う
じ
り
ん
ね

死
輪
廻
）
の
此し
が
ん岸

か
ら
理
想
界
（
涅ね
は
ん槃

）
の
彼
岸

に
到
達
す
る
と
解
釈
し
て
、到と
う
ひ
が
ん

彼
岸
・
度ど

と
漢
訳
す
る
。



が
、
彼
岸
会
の
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
日
本
に
お
い
て
仏
教
を
語
る
上
で
、

聖
徳
太
子
は
と
て
も
偉
大
な
存
在
で
す
。

そ
の
太
子
が
創
建
さ
れ
た
と
い
う
四
天

王
寺
は
、
平
安
時
代
以
降
、
太
子
信
仰

の
聖
地
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
四
天
王
寺
の
西
大
門
は
、
春
分
の
日
・

秋
分
の
日
に
、
ち
ょ
う
ど
夕
日
が
沈
む

位
置
に
建
て
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
、

創
建
当
時
は
、
門
前
が
す
ぐ
海
に
面
し

て
い
た
そ
う
で
、
そ
こ
に
す
っ
ぽ
り
と

日
が
没
す
る
さ
ま
は
、
年
に
二
回
し
か

味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
れ
は
そ

れ
は
美
し
く
、か
つ
荘
厳
な
光
景
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
西
門
は
、

西
方
極
楽
浄
土
の
東
門
（
入
口
）
に
あ

た
る
と
い
う
信
仰
が
生
ま
れ
、
弘
法
大

師
（
空
海
）
は
、
こ
の
西
門
で
、
彼
岸

の
中
日
に
、
遙
か
西
方
極
楽
浄
土
に
思

波は

ら

み

た

羅
蜜
多

　「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
は
、

よ
く
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
四
季

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
日
本
な
ら
ば
こ

そ
、こ
の
諺
こ
と
わ
ざが

生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
彼ひ
が
ん
え

岸
会
と
い
う

ご
先
祖
の
供
養
を
す
る
行
事
は
、
日
本

独
特
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　
ご
承
知
の
と
お
り
、
お
彼
岸
は
、
春

と
秋
に
あ
り
ま
す
。
昼
夜
が
同
じ
長
さ

の
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
を
中
日
と

す
る
前
後
三
日
を
加
え
た
一
週
間
を

お
彼
岸
と
い
い
ま
す
が
、
初
め
の
日

を
「
彼
岸
の
入
り
」、
終
わ
り
の
日
を

「
彼
岸
明
け
」、
あ
る
い
は
「
果は
て
が
ん

彼
岸
」、

「
満み
て
が
ん
彼
岸
」
と
も
い
う
よ
う
で
す
。

　
春
分
の
日
・
秋
分
の
日
は
、『
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
り
ま
す

と
、
春
分
の
日
は
「
自
然
を
た
た
え
、

生
物
を
い
つ
く
し
む
」、
秋
分
の
日
は

「
祖
先
を
う
や
ま
い
、な
く
な
っ
た
人
々

を
し
の
ぶ
」と
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、

戦
前
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
春し
ゅ
ん
き
こ
う
れ
い
さ
い

季
皇
霊
祭
」

「
秋し
ゅ
う
き
こ
う
れ
い
さ
い

季
皇
霊
祭
」
と
い
っ
て
、
天
皇
自

ら
が
、
宮
中
三
殿
の
一
つ
で
あ
る
皇こ
う
れ
い霊

殿で
ん

で
、
歴
代
天
皇
は
じ
め
皇
后
・
皇
族

す
べ
て
の
皇
祖
の
神
霊
を
祀ま
つ
る
皇
室
の

大
祭
で
、
や
は
り
、
国
の
祭
日
で
あ
り

ま
し
た
。

　
た
だ
、
そ
れ
は
明
治
以
降
の
こ
と
で

あ
り
ま
し
て
、
平
安
中
期
頃
よ
り
、
京

都
御ご
し
ょ所
清せ
い
り
ょ
う
で
ん

涼
殿
内
の
御お
く
ろ
ど

黒
戸
の
間ま

で

仏
式
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
明
治

政
府
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
っ
て
、
神

式
に
よ
る
祭
典
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
ル
ー
ツ

を
尋
ね
る
と
、806
年
（
大
同
元
年
）、

非ひ
ご
う業
な
死
を
と
げ
た
崇す
ど
う道
天
皇
（
早さ
わ
ら良

親
王
）
の
た
め
に
、
諸
国
の
国
分
寺
の

僧
に
命
じ
て
、
春
と
秋
の
七
日
間
、
金

剛
般
若
経
を
読
ん
で
供
養
し
た
と
い
う

記
述
が
『
日
本
後
紀
』
に
み
え
、
こ
れ
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い
を
馳は

せ
、
瞑め
い
そ
う想

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
日
が
沈
む
西
方
は
、死
者
の
赴お
も
むく

先
、

す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
の
あ
る
方
角
で
あ

り
、
彼
岸
の
行
事
は
、
以
上
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
先
祖
を
敬
い
供
養
す
る
日

と
し
て
、
今
日
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、「
彼ひ
が
ん岸

」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

我
々
が
住
む
こ
ち
ら
側
の
俗
世
界
で
あ

る
「
此し
が
ん岸

」
に
対
す
る
こ
と
ば
で
、
宗

教
的
理
想
の
境
地
、
悟
り
の
世
界
を
表

し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
迷
い
の
世
界

か
ら
、
悟
り
の
世
界
に
渡
る
こ
と
を
、

「
到と
う
ひ
が
ん

彼
岸
」「
度ど
ひ
が
ん
彼
岸
」
あ
る
い
は
単
に

「
度ど

」
と
い
っ
た
り
し
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
ば
は
、
梵
語
の
パ
ー
ラ
ミ

タ
ー
の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
が
、

ご
存
じ
『
般
若
心
経
』
の
正
式
名
『
摩

訶
般
若
波
羅
蜜
多

0

0

0

0

心
経
』
の
「
波
羅
蜜

多
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
は

「
般は
ん
に
ゃ若

」
は
智
慧
、「
波は

ら

み

た

羅
蜜
多
」
は
完

成
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

彼
岸
へ
渡
る
こ
と
、
つ
ま
り
仏
の
智
慧

を
完
成
さ
せ
る
為
に
は
、
六
つ
の
実
践

徳
目
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
を
六ろ
く
は
ら
波
羅

蜜み
つ
（
布ふ

せ施
・
持じ
か
い戒
・
忍に
ん
に
く辱
・
精し
ょ
う
じ
ん進・
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う・
智ち

え慧
）
と
い
い
、
個
々
に
つ
い
て

の
説
明
は
他
に
譲
り
ま
す
が
、
仏
教
徒

そ
れ
ぞ
れ
が
目
指
す
べ
き
、
菩ぼ
さ
つ
ぎ
ょ
う

薩
行
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
釈
尊
は
、
次
の

よ
う
に
（『
法ほ
っ
く
き
ょ
う

句
経
』
八
五
番
）
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
数
多
き
人
々
の
う
ち

　
彼
岸
に
達
す
る
は

　
ま
こ
と　
か
ず
少
な
し

　
余あ
ま
たの

人
は
た
だ

　
こ
の
岸
の
上
に

　
右
に
左
に

　
彷さ
ま
よ徨
う
な
り

　
こ
の
法ほ

っ
く句

に
は
、
二
つ
の
留
意
す
べ

き
点
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
わ
が
身

は
、
右
に
左
に
彷さ
ま
よ徨

う
数
多
き
人
々
の

う
ち
の
ひ
と
り
で
は
な
い
か
と
い
う
自

省
の
念
を
持
つ
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、

か
ず
少
な
き
人
と
自
負
す
る
も
の
は
、

数
多
き
人
々
の
犠
牲
の
上
に
、
今
の
自

分
が
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
人

は
、ほ
ん
の
一
握
り
で
す
。そ
の
ス
タ
ー

も
、
他
の
数
多
き
人
々
の
こ
と
を
忘
れ

た
と
き
、
ス
タ
ー
で
は
な
く
な
る
の
で

す
。
菩
薩
行
は
、
利り

た他
の
行
が
と
り
わ

け
大
切
で
、
む
ず
か
し
い
の
で
す
。

　
俳
句
の
季
題
で
、
彼
岸
は
春
、
秋
の

場
合
は
、
秋
彼
岸
と
い
う
の
だ
そ
う
で

す
が
、
お
彼
岸
に
は
、
蕪ぶ
そ
ん村

の
句
、

「
今
日
彼
岸
菩ぼ
だ
い提
の
種た
ね
を
蒔ま

く
日
か
な
」

を
、
じ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
み
た
い
も

の
で
す
。
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で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
薬
師
如
来
は
薬
を
常
に
持
っ
て
い

る
医
王
。
こ
の
薬
師
如
来
の
化
身
が
、
牛
若
丸

が
恋
し
た
浄
瑠
璃
姫
で
あ
り
、
仏
教
と
日
本
の

音
楽
は
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
結
び
つ
く
。

　
こ
の
瑠
璃
と
い
う
語
は
、
色
を
形
容
す
る
こ

と
ば
に
多
く
用
い
ら
れ
、
翼
と
尾
が
瑠
璃
色
の

「
瑠
璃
懸か
け
す巣

」、
瑠
璃
色
の
釉う
わ
ぐ
す
り薬を

か
け
た
「
瑠

璃
瓦が
わ
ら」

な
ど
が
あ
る
。

▼
秋
彼
岸
施
餓
鬼
会

  

◎
期
日 

９
月
23
日
（
金
）

  

◎
時
間 

１
時
30
分
～
２
時
30
分

　
朱
鮮
や
か
に
彼
岸
花
の
咲
く
頃
、
秋

彼
岸
施
餓
鬼
会
を
、
右
記
の
と
お
り
に

厳
修
致
し
ま
す
。
ご
先
祖
様
を
偲
び
、

ど
う
ぞ
、
皆
さ
ま
お
揃
い
で
、
お
参
り

下
さ
い
ま
せ
。

◆
蓑み
の
む
し虫や
恋
し
く
ば
鳴
け
吾わ
れ
も
居お

り　
沐
魚

史
上
の
大
革
命
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
浄
瑠
璃
姫
に
ち
な
ん
で
つ
い
た
浄
瑠

璃
だ
が
、
語
源
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
と
古
代

イ
ン
ド
に
行
き
あ
た
る
。
梵
語
で
は
、
ヴ
ァ
イ

ド
ゥ
ー
ル
ヤ
。
こ
れ
が
ヴ
ァ
イ
の
ほ
う
が
と
れ

て
「
琉る

（
瑠
）
璃
」
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
琉

璃
と
は
、実
は
キ
ャ
ッ
ツ
ア
イ
、猫
目
石
の
こ
と
。

　『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、金
、銀
、瑠
璃
、頗は

り梨
（
水

晶
）、
車し
ゃ
こ渠

（
シ
ャ
コ
貝
）、
赤
珠
（
さ
ん
ご
）、

瑪め
の
う瑙
が
、
七
つ
の
高
貴
な
宝
と
さ
れ
、
特
に
そ

の
清
浄
さ
を
強
調
し
て
、
浄
瑠
璃
と
い
う
名
が

つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
は
『
薬や
く
し
き
ょ
う

師
経
』
に
は
、
西
方
に
位
置

す
る
阿
弥
陀
如
来
に
対
し
て
、
東
方
に
薬
師

瑠
璃
光
如
来
が
存
在
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
、
東
方
世
界
は
常
に
「
瑠
璃

色
」（
紫
色
を
帯
び
た
紺
色
）
に
輝
い
て
お
り
、

建
物
は
「
七し
っ
ぽ
う宝
」
で
飾
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の

だ
。
宝
石
の
瑠
璃
と
仏
教
世
界
が
結
び
つ
く
の

は
、
実
は
こ
の
宝
石
の
輝
き
が
接
点
に
な
る
の

◎
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃

　
古
典
落
語
の
傑
作
『
寝
床
』
は
、
義
太
夫
の

趣
味
が
高
じ
た
大お
お
だ
な店
の
旦だ
ん
な那
の
た
め
に
、
長
屋

の
店た
な
こ子

一
同
が
大
弱
り
す
る
話
だ
が
、
あ
の
義

太
夫
こ
そ
が
、実
は
「
浄
瑠
璃
」
な
の
で
あ
る
。

い
や
、義
太
夫
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
河か
と
う東
節
、

常と
き
わ
ず
磐
津
節
、
宮み
や
ぞ
の薗
節
、
富と
み
も
と本
節
、
清き
よ
も
と元
節
、
新し
ん

内な
い

節
な
ど
、
西
洋
音
楽
が
入
っ
て
く
る
以
前
の

日
本
の
音
楽
界
（
声
楽
）
は
、
す
べ
て
こ
の
浄

瑠
璃
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

な
の
だ
。

　
事
の
起
こ
り
は
室
町
時
代
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
悲
劇
の
若
者
牛
若
丸
と
遊
女
浄
瑠
璃

御
前
と
の
悲
恋
が
、
平
家
琵
琶
の
曲
節
で
あ
る

平へ
い
き
ょ
く

曲
、
あ
る
い
は
謡
曲
と
は
全
く
別
の
節
で
演

じ
ら
れ
、
こ
れ
が
た
ち
ま
ち
大
ヒ
ッ
ト
。
江
戸

時
代
に
入
り
三
味
線
が
伝
わ
る
と
こ
れ
が
伴
奏

楽
器
と
な
り
、
文
楽
の
人
形
操
り
と
も
ド
ッ
キ

ン
グ
し
、
日
本
中
を
席
巻
す
る
の
だ
。
現
代
の

ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
や
ロ
ッ
ク
以
上
の
、
音
楽
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