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「

日
常
を
詠
ん
だ
も
の」

1

回
復
後
五
体
満
足
日
々
感
謝

漢
字
で
作
ら
れ
た
作
品
は、
構
成
上
中
七
に
四
字
熟
語

が
入
る
こ
と
が
多
い
が、

四
字
熟
語
に
何
を
語
ら
せ

る
か
と
い
う
視
点
で
検
証
し
て
み
た
い。

2

新
聞
で
み
ん
な
包
ん
だ
あ
の
時
代

「

み
ん
な」

と
い
う
表
現
が
効
い
て
い
る。

こ
れ
に

よ
っ
て
下
五
が
読
者
に
と
っ
て
の「

あ
の
時
代」

に

な
り
え
た。

5

独
り
ぼ
っ
ち
に
な
る
の
も
視
野
に
入
れ
て
お
く

「

も」

が
効
い
て
い
る。
視
野
に
入
れ
て
い
る
状
況
を、

読
者
の
側
で
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
る。

6

ロ
ボ
ッ
ト
が
掃
除
し
て
い
る
妻
の
留
守

実
際
に
こ
の
よ
う
な
家
電
が
存
在
す
る
の
で、
事
実
の

表
現
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
が、

ロ
ボ
ッ
ト
が
喩
で

あ
る
な
ら
ば、

定
年
後
の
夫
と
い
う
見
方
も
出
来
な

く
は
な
い。

し
か
し、

そ
の
場
合
は
も
っ
と
別
の
表
現

が
あ
る
か
と
思
う。

8

何
ご
と
も
善
意
に
と
っ
て
太
っ
て
る

ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
ら
な
い
か
ら
と
い
う
句
意
だ
ろ
う

が、

こ
の
場
合「

何
ご
と」

が、

具
体
的
と
ま
で
は

い
か
な
い
に
し
て
も、

あ
る
一
定
の
状
況
が
見
え
る

と、

句
の
広
が
り
が
増
す
の
で
は
な
い
か。

19

不
審
者
に
し
っ
ぽ
振
る
犬
飼
っ
て
い
る

類
想
が
多
い
作
品。「

保
険
所
の
人
に
も
尾
を
振
る」

と
い
う
パ
ター

ン
も
あ
る。

課
題
吟
だ
と
す
れ
ば
そ

の
よ
う
な
印
象
に
な
る。

雑
詠
と
し
て
み
れ
ば、

犬
が

誰
か
の
喩
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
で
き
る。

た
だ、

そ
こ
ま
で
読
む
こ
と
が
正
解
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い。

20

大
根
も
煮
込
ま
れ
な
が
ら
味
を
出
し

「

大
根
も
私
も」「

大
根
も
貴
方
も」

と
い
う
理
解
を

す
れ
ば
面
白
い
が、12

の「

小
枝」

と
の
比
較
し
て

み
た
い。

22

カ
ニ
の
足
一
本
欠
け
た
お
買
い
得

最
近
は「

わ
け
あ
り
品」

と
し
て
よ
く
見
か
け
る
が、

別
の
足
を
は
め
込
ん
で
一
杯
と
し
て
買
わ
さ
れ
る
よ

り
は
公
正
だ
と
思
う。
こ
の
数
詞
は
動
か
な
い。
二
本、

三
本
で
は
句
に
な
ら
な
い。

24

目
覚
ま
し
を
か
け
ず
に
眠
る
定
年
後

状
況
の
共
有
制
は
高
い
作
品
だ
が、

類
想
多
数。

逆
に

「

目
覚
ま
し
を
掛
け
る
日
も
あ
る」

と
い
う
想
な
ら
広

が
り
が
あ
っ
た
か。

28

ど
う
か
し
て
い
た
だ
け
で
す
と
妻
の
笑
み

こ
の
作
品、

連
作
の
一
部
の
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ

が。

前
後
の
作
品
の
中
で、

補
完
し
引
き
立
て
る
意
味

合
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う。
作
者
と
妻
の
状
況
と
距
離

が
つ
か
め
な
い
の
で、

読
み
手
と
し
て
は
自
由
に
広

げ
て
い
い
の
だ
ろ
う
が、
広
げ
す
ぎ
る
の
も
作
者
に
悪

い
よ
う
な
気
が
す
る。

「
時
事
を
詠
ん
だ
も
の」

3

籠
の
底
た
し
か
め
て
乗
る
エ
レ
ベー

タ

最
近
続
い
た
事
件
を
上
手
く
ま
と
め
て
い
る。

別
の
話
に
な
る
が、「
エ
レ
ベー

タ」「

エ
レ
ベー

ター
」

、

「

コ
ン
ピ
ュー

タ」「
コ
ン
ピ
ュー

ター
」

な
ど
の
カ

タ
カ
ナ
語
表
記
に
つ
い
て、

音
字
数
の
観
点
か
ら
皆

さ
ん
の
ご
経
験
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う。

4

葬
儀
屋
の
追
い
風
に
な
る
お
く
り
び
と

川
柳
の
視
点
と
し
て
は
申
し
分
な
い。「
お
い
か
ぜ」

「

お
く
り
び
と」

の
韻
は
意
識
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か

判
ら
な
い
が、

音
と
し
て
面
白
い。「

葬
儀
社
の
追
い

風
と
な
る
お
く
り
び
と」

と
い
う
表
現
と
比
較
し
て

み
た
い。

16

民
営
化
茫
然
自
失
伏
魔
殿

1

と
同
じ
く、

四
字
熟
語
を
ど
う
使
う
か。

茫
然
自
失

と
し
た
の
は
作
者
な
の
か、

世
間
な
の
か。

ま
た、

上

五
は
今
な
ら
郵
政
を
指
す
だ
ろ
う
が、
賞
味
期
限
が
短

い
表
現
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い。

14

官
か
ら
民
渡
り
廊
下
に
棲
む
魔
物

「

渡
り」

と
い
う
隠
語
と「

渡
り
廊
下」

の
語
形
の
相

似
を
作
者
は
意
図
し
た
の
か、

そ
れ
と
も
読
み
手
に

そ
う
意
識
さ
れ
な
い
ほ
う
が
作
者
の
思
い
が
伝
わ
る

の
か。

技
法
と
し
て
の
効
果
に
つ
い
て
検
証
し
て
み

た
い。



15

定
年
で
惜
し
い
人
材
眠
ら
せ
る

天
下
り
用
語
の
側
に
す
れ
ば
勇
気
付
け
ら
れ
る
作
品。

そ
こ
ま
で
裏
読
み
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が、
繰
り

返
し
読
む
こ
と
で
深
い
意
味
が
出
て
く
る
作
品。

23

北
斎
も
描
い
た
老
舗
が
苦
戦
す
る

葛
飾
北
斎
が「

繁
盛
さ
名
所
の
月
も
屋
根
か
ら
出」

と

詠
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
越
後
屋、

現
在
の
三
越
の

こ
と。

北
斎
の「

富
岳
三
十
六
景

江
都
駿
河
町」

や

歌
川
広
重
の「

名
所
江
戸
百
景

駿
河
町」

に
描
か

れ
て
い
る。「

北
斎
も
描
い
た」

と
い
う
表
現
が
川
柳

味
を
出
し
て
い
る。

「

季
節
を
詠
ん
だ
も
の」

9

春
の
雪
花
の
蕾
に
待
っ
た
か
け

見
た
ま
ま
の
報
告
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い。
状
況

と
し
て
は「

春
疾
風」「

余
寒」

と
い
う
と
こ
ろ。「

待

っ
た
か
け」

に
川
柳
性
を
ど
れ
だ
け
読
み
取
れ
る
か
は

読
者
次
第
か。

11

啓
蟄
に
鉄
砲
玉
の
妻
が
い
て

「

妻
が
い
る」「

妻
は
鉄
砲
玉
に
な
る」

な
ど、

幾
つ

か
の
表
現
と
比
較
検
証
し
て
み
た
い。

12

淡
雪
へ
余
情
を
抱
い
て
い
る
小
枝

余
情
を
抱
い
た
の
は
作
者。
だ
と
す
れ
ば
小
枝
は
作
者

自
身。

そ
の
よ
う
に
読
む
と
深
い
も
の
が
あ
る。20

の「

大
根」

と
比
較
し
て
み
た
い。

18

落
椿
一
つ
残
し
て
庭
を
掃
き

落
椿
の
花
の
色
が
白
か
赤
か、

そ
こ
を
読
者
に
委
ね

て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い。
読
者
の
経
験
の
中
に
あ
る

風
景
を
呼
び
出
し
て
く
れ
る
作
品。

21

春
め
い
て
糠
喜
び
の
風
邪
を
引
く

物
足
り
な
い
印
象
が
あ
る
の
は、

原
因
と
結
果
の
流

れ
に
無
理
が
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か。

意
外
性
の
あ
る

こ
と
が
川
柳
の
条
件
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
が

・
・
・。

27

歳
時
記
も
ほ
っ
と
息
つ
く
春
の
雪

早
春
の
景
か。「

歳
時
記」

と
あ
る
だ
け
に、

初
春
か

ら
薄
氷(

う
す
ら
い)

、

余
寒(

よ
か
ん)

等、

ど
の
あ
た

り
の
時
期
と
読
む
か
迷
う
か
も。

「

そ
の
他」

7

花
丸
に
く
ら
べ
偏
差
値
野
暮
な
こ
と

「

野
暮
な
こ
と」

と
い
う
表
現
で、

二
つ
の
言
葉
の
対

比
の
方
向
付
け
を
行
っ
て
い
る。

瞬
間
的
な
理
解
と、

読
み
込
ん
で
か
ら
の
理
解、

読
者
は
二
度
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る。

10

親
し
げ
に
近
づ
い
て
く
る
神
の
使
者

「

神
の
使
者」

を
読
者
が
ど
う
捕
ら
え
る
か。

そ
れ

に
よ
っ
て
広
が
る
か、

あ
り
が
ち
な
作
品
と
し
て
見

ら
れ
る
か
だ
と
思
う。

17

死
屍
累
々
没
句
供
養
も
春
彼
岸

「

死
屍
累
々」

と「

春
彼
岸」

を
つ
な
ぐ
表
現
と
し
て、

「
没
句
供
養」

は
ど
う
だ
ろ
う。

13
嘘
だ
け
は
書
か
ぬ
オ
イ
ラ
の
愛
妻
記

「

愛
妻」
と
は「

恐
妻」

に
通
ず
る
と
い
う
印
象
を
抱

か
せ
て
も
ら
っ
た。25

の
作
品
と
比
較
し
て
み
た
い。

25

エー

プ
リ
ル
フー

ル
だ
け
で
も
嘘
や
め
る

こ
れ
を
エ
イ
プ
リ
ル
フー

ル
に
言
っ
た
と
し
た
な
ら

ば、「

○
○
人
は
嘘
つ
き
だ」
と
○
○
人
が
言
っ
た、

と
い
う
有
名
な
嘘
吐
き
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
な
る。

26

ナ
ツ
メ
ロ
を
歌
う
涙
と
聞
く
涙

歌
う
側
と
聞
く
側
の
涙
の
対
比。

同
じ
歌
を
介
し
て

い
る
が、
背
景
ま
で
同
じ
と
は
限
ら
な
い
と
読
む
と
深

い
作
品。


