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月つ
き
か
げ影
の

い
た
ら
ぬ
里
は

な
け
れ
ど
も

な
が
む
る
人
の

心
に
ぞ
す
む

さ
れ
ど

空
一
面
に

雲
が
覆お
お

い

見
え
ぬ
月
に

不
安

い
ら
だ
ち

希
望
が
持
て
ぬ
と

嘆
い
て
は
な
ら
な
い

月
在い
ま

す

見
え
ぬ
と
も

念
ず
る
が
よ
い

心
に
は
す
む

慈
悲
の
月
影

【
語
意
】
摂せ
っ
し
ゅ
ふ
し
ゃ

取
不
捨
（
出
典
『
観
無
量
寿
経
』）

　
阿
弥
陀
仏
が
一
切
の
衆
生
を
救
い
と
っ
て
、
決
し

て
見
捨
て
な
い
こ
と
を
い
う
。



で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、

俳
句
の
世
界
で
は
、
単
に
花
と
い
え
ば

春
咲
く
桜
、
月
と
い
え
ば
秋
の
月
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
月
の
項

に
は
、
姮こ
う
が娥

・
嫦じ
ょ
う
が娥

・
玉ぎ
ょ
く
と兎

に
始
ま
り
、

実
に
百
十
七
種
、
名
月
の
項
に
は
十
九

種
、
無
月
の
項
に
は
七
種
、
他
に
月
に

関
わ
る
三
日
月
・
待ま
つ
よ
い宵

・
十い
ざ
よ
い

六
夜
と
い
っ

た
項
目
が
十
五
種
、
そ
の
下
に
も
何
種

か
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ご
う
二
百
種

近
い
季
題
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
ぜ
こ
う
ま
で
、
月
は
俳
句
に
詠
ま

れ
て
き
た
か
と
い
え
ば
―
―
、「
美
し

い
」
か
ら
。
そ
れ
に
尽
き
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
日
本
は
農
耕
民
族
で
、
月
の
満

ち
欠
け
に
よ
っ
て
、
作
物
の
作
付
け
や

収
穫
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
、
ひ

と
つ
の
理
由
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
中
秋
の
名
月
、
陰
暦
八
月
十
五
夜

は
、
収
穫
し
た
ば
か
り
の
里
芋
を
供
え

感
謝
し
て
祝
う
と
い
う
こ
と
で
芋い
も
め
い
げ
つ

名
月
、

摂
取
不
捨
（
せ
っ
し
ゅ
ふ
し
ゃ
）

　
私
、
若
い
頃
よ
り
少
々
書
道
を
た
し

な
み
、
俳
句
を
ひ
ね
り
ま
す
。
そ
れ
ら

に
長た

け
た
人
の
こ
と
を
、
書
家
あ
る
い

は
俳
人
と
い
っ
た
り
し
ま
す
が
、そ
れ
は
、

他
人
が
そ
う
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
自
分

か
ら
は
面お
も
は映

ゆ
く
て
、
な
か
な
か
い
え

な
い
も
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
人
間
、
年
を
取
っ
て
く

る
と
だ
ん
だ
ん
厚
か
ま
し
く
な
っ
て
き

て
、
そ
の
気
に
な
っ
て
く
る
か
ら
始
末

が
悪
い
。
こ
の
頃
に
な
っ
て
、
作
品
作
り

が
楽
し
く
な
り
、
ど
う
評
価
さ
れ
よ
う

が
、
恥
を
さ
ら
す
こ
と
も
上
達
の
こ
つ
と

心
得
て
、
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
い
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
作
品
を
創
作
す
る
に
当
た
っ
て
、
書

の
場
合
は
、
い
く
つ
も
の
古
典
の
字
体

を
集
め
た
字
典
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
を
参
考
に
い
た
し
ま
す
。
俳
句
の
場

合
は
、
ほ
と
ん
ど
直
感
に
よ
る
こ
と
が

多
い
で
す
。
気
に
入
ら
な
く
て
、
何
だ

か
だ
引
っ
張
り
出
し
て
い
じ
く
ら
な
く

て
は
い
け
な
い
よ
う
な
の
は
、
こ
れ
ま
で

の
経
験
か
ら
す
る
と
、
あ
ま
り
よ
く
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、常
日
頃
、『
季き

よ寄
せ
』

『
歳さ
い
じ
き
時
記
』
は
読
む
よ
う
に
心
掛
け
て
い

ま
す
。
日
々
そ
の
積
み
重
ね
が
肥こ

や
し

と
な
っ
て
、
作
品
の
幅
が
広
が
る
も
の

だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

　
平
凡
社
の
『
俳
句
歳
時
記
』
全
五
巻

を
繰
っ
て
い
ま
す
と
、
よ
く
も
ま
あ
こ

ん
な
に
も
季
題
と
い
う
も
の
が
あ
る
も

の
だ
と
驚
か
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

曼ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ

珠
沙
華
の
項
に
は
彼ひ
が
ん岸

花
・
天て
ん
が
い蓋

花
・

幽
霊
花
・
死
人
花
・
三さ
ん
ま
い昧

花
・
捨
子
花

と
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
使
い
分
け
る
か

が
、
俳
句
の
お
も
し
ろ
さ
で
も
あ
り
、

難
し
さ
で
も
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、
ど
の
季
題
が
そ
の
種
類
が
多

い
か
と
い
う
と
、
詳
し
く
調
べ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
「
月
」
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ま
た
、
後の
ち

の
月
、
旧
暦
九
月
十
三
夜
は
、

栗
や
大
豆
を
供
え
る
と
い
う
こ
と
で
栗く
り

名
月
、
豆ま
め

名
月
と
い
う
具
合
で
す
。

　
さ
ら
に
、
澄
ん
だ
空
に
清
く
照
り
輝

く
月
は
、
神こ
う
ご
う々

し
く
、
そ
こ
に
宗
教
的

感
情
が
生
ま
れ
て
も
不
思
議
な
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
月つ
き
し
ろ白
と
い
う
季
題
は
、

満
月
が
出
る
間
際
、
東
の
空
の
ほ
の
か

な
明
る
み
を
い
い
、
阿
弥
陀
仏
、
観
音

菩
薩
、
勢
至
菩
薩
と
い
う
三
尊
の
来ら
い
ご
う迎

を
そ
こ
に
感
じ
取
ろ
う
と
し
た
も
の
だ

と
の
説
も
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
の
句
に
、

　
月
し
ろ
や
膝ひ
ざ
に
手
を
置お
く
宵
の
宿

が
あ
り
ま
す
が
、
味
わ
い
深
い
で
す
ね
。

　
と
き
に
、
俳
句
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

法
然
上
人
の
歌
に
、
澄
み
輝
く
月
の
光

を
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
に
降
り
注
ぐ
慈

悲
と
受
け
と
め
た
、

　
月
影
の
い
た
ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も

　
　
　
な
が
む
る
人
の
心
に
ぞ
す
む

が
あ
り
ま
す
。（「
す
む
」は
、澄
む
と
住
む
の
掛
詞
）

　
こ
の
歌
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
「
光

明
遍
照　
十
方
世
界　
念
仏
衆
生　
摂0

取
不
捨

0

0

0

」
と
い
う
一
節
、
阿
弥
陀
仏
の

光
明
は
、
全
世
界
を
遍あ
ま
ねく
照
ら
し
、
念

仏
を
唱
え
る
衆
生
を
残
ら
ず
救
い
取
る

と
い
う
浄
土
の
教
え
を
、
わ
か
り
や
す

く
美
し
く
表
現
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
現
代
人
は
、
昔
に
比
べ
て
、
月
を
見

る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
特
に
都
会
に
住
ん
で
お
り

ま
す
と
、電
飾
や
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
、

溢あ
ふ

れ
る
光
源
の
な
か
、
ビ
ル
の
谷
間
の

四
角
い
空
か
ら
見
る
月
、
そ
ん
な
環
境

か
ら
で
は
、
や
は
り
、
感
動
は
生
ま
れ

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
、
月
が
見
え

な
い
、
だ
か
ら
、
あ
え
て
月
を
見
よ
う

と
し
な
い
で
い
る
と
、
心
に
必
要
な
ビ

タ
ミ
ン
と
い
う
か
、
何
ら
か
の
栄
養
素

が
不
足
を
き
た
す
の
で
は
な
い
か
、
そ

ん
な
気
が
す
る
の
で
す
。

　
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
、
中
学
生
が
い

じ
め
を
苦
に
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
が

あ
り
ま
し
た
。
問
題
点
が
色
々
取
り
ざ

た
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
被
害
者
の
少

年
に
は
、
ど
ん
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、

月
影
は
、
自
分
に
届
い
て
い
る
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
欲
し
か
っ
た

と
、
と
て
も
残
念
に
思
い
ま
す
。

　
無
月
と
い
う
季
題
が
あ
り
ま
す
。
見

え
な
い
も
の
を
俳
句
に
し
て
し
ま
う
、

こ
の
日
本
人
の
感
性
は
、
す
ば
ら
し
い

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
以
前
、

　
水
銀
灯
ベ
ン
チ
を
照
ら
す
無
月
か
な

と
い
う
句
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
今
回
、

　
見
え
ず
と
も
心
に
は
す
む
無
月
か
な

と
い
う
句
を
作
り
ま
し
た
。

　
名
月
は
見
る
が
よ
ろ
し
い
。し
か
し
、

そ
れ
が
叶
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
月
を

念
じ
、
見
え
な
い
光
を
見
よ
う
と
す
る

こ
と
で
、
摂
取
不
捨
の
慈
悲
に
あ
ず
か

れ
る
の
だ
と
、
私
は
信
じ
ま
す
。
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・
絹
本
着
色
十
大
弟
子
像
（
重
文
）そ
の
他

　
御
本
山
は
、
も
み
じ
の
永
観
堂
と
し

て
有
名
で
、近
く
に
は
、南
禅
寺・安
楽
寺・

法
然
院
・
銀
閣
寺
と
通
じ
る
、
西
田
幾
多

郎
ゆ
か
り
の
哲
学
の
道
も
あ
り
、
紅
葉

を
見
な
が
ら
の
散
策
は
、
ま
た
格
別
で
あ

り
ま
す
。

▼
安
楽
寺
（
永
観
堂
か
ら
歩
い
て
行
け
る
）

　
住
じ
ゅ
う
れ
ん蓮

山
安あ
ん
ら
く楽

寺
と
い
う
の
が
正
式
名
。

法
然
上
人
の
門
弟
の
住
蓮
・
安
楽
に
由
来

し
ま
す
。
美
声
で
美
形
で
あ
っ
た
と
か
。

後
鳥
羽
上
皇
の
女
官
、
松
虫
・
鈴
虫
を
上

皇
留
守
中
に
剃
髪
出
家
さ
せ
た
こ
と
が
逆げ
き

鱗り
ん
に
触
れ
、
住
蓮
・
安
楽
は
斬
首
死
罪
。

法
然
上
人
始
め
門
弟
も
、
こ
の
事
件
を
機

に
流
罪
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、

建
永
（
承
元
）
の
法
難
の
悲
し
い
物
語
を

伝
え
る
お
寺
で
す
。
つ
つ
じ
・
さ
つ
き
で

有
名
で
す
が
、
も
み
じ
の
頃
も
よ
い
で
す
。

◆
南
無
阿
弥
陀
こ
の
手
に
掬す
く
う
今
日
の
月　
沐
魚

価
値
に
つ
い
て
は
勘
定
（
考
え
定
め
る
）

で
き
て
い
な
い
の
で
は
？

 

　
　
　
　
　
　 （『
仏
教
の
こ
と
ば
』
ひ
ろ
さ
ち
や
監
修
）

▼
永
観
堂
特
別
拝
観

　
京
都
の
秋
は
永
観
堂
。
寺
宝
展
が
次

ぎ
の
と
お
り
開
催
さ
れ
ま
す
。

◎
期
間　
平
成
24
年
11
月
11
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
～
12
月
５
日
（
水
）

◎
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

◎
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

　
　
午
後
５
時
30
分
～
午
後
８
時
30
分

　
　
　
　
　
　
　
（
午
後
９
時
に
閉
門
）

◎
拝
観
料　
寺
宝
展　
　
　
一
般
千
円

　
　
　
　
　
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ　
六
百
円

◎
寺
宝
展
展
示
物

・
絹
本
着
色
山
越
阿
弥
陀
図
（
国
宝
）

・
絹
本
着
色
伝
釈
迦
如
来
像
（
重
文
）

・
絹
本
着
色
釈
迦
十
六
善
神
像
（
重
文
）

◎
勘
定
（
か
ん
じ
ょ
う
）

　
現
在
で
こ
そ
、
金
銭
の
場
に
し
か
用

い
ら
れ
な
い
こ
の
語
だ
が
、
元
来
は
、

考
え
定
め
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
の
「
勘
」
は
、

第
六
感
、
直
感
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ

て
い
る
と
受
け
と
め
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
や
が
て
こ
の
語
は
、
計
算
の
場
で
も
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
僧
空く
う
か
い海

が
中
国

か
ら
持
ち
帰
っ
て
き
た
経
典
目
録
に
は
、

初
め
の
部
分
に
「
勘
定
」
と
い
う
語
が

出
て
く
る
。
つ
ま
り
は
、
経
典
の
数
を
計

算
す
る
と
、と
い
っ
た
意
味
合
い
な
の
だ
。

　
そ
し
て
、

現
在
の
よ
う

に
金
銭
関
係

の
場
に
だ
け

用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
現
代
人

は
お
金
の
量
は
勘
定
で
き
て
も
、
本
当
の
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今月の一言


