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七

〈
フ
、
南
御
堂
。難
波
別
院
の
門

を
く
ぐ
り
、
左
奥
の
枯
山
水
の

庭
園
に
あ
る
句
碑

「旅
に
病
て

ゆ
め
は
枯
野
を
か
け
ま
は
る
」

の
前
に
立

っ
て
い
る
。
あ
れ
―

下
の
句
が

「か
け
め
ぐ
る
」
に

な

っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
い

た
。
難
波
別
院
か
ら
い
た
だ
い

た
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
見
る
と
、

欅

橘

澤

―
ト

麒
噌Ⅶ

中央大通

門
人
に
よ
り
解
釈
が
分
か
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
今
年
は
殊
の
外

い
つ
ま
で
も
日
差
し
が
強
い
。

木
陰
で
休
む
こ
と
に
し
た
。

私
は
大
学
時
代
の
４
年
間
、

俳
句
を
つ
く
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
。
水
原
秋
桜
子
の
「馬
酔
木
」

今
振
り
返
る
と
貴
重
な
経
験
を

し
た
と
思

っ
て
い
る
。
言
葉
や

文
章
を
表
現
す
る
技
術
を
身
に

つ
け
た
よ
う
に
思
う
。

俳
句
は
モ
ノ
や
コ
ト

ヘ
の
感

嘆
詞

・
詩
で
あ
り
、
世
界
で
最

も
短
い
１７
文
字
の
ポ
エ
ム
だ
と

い
、
芭
蕉
翁
の
辞
世
の
句
と
思

っ
て
い
た
。
木
陰
の
涼
風
に
誘

わ
れ
て
パ
ン
フ
レ

ツ
ト
を
更
に

読
み
続
け
る
と
、
芭
蕉
研
究
者

ら
し
い
説
明
が
あ

っ
た
。

「こ
の
句
は
辞
世
の
句
で
は

な
い
。
芭
蕉
は
日
ご
ろ
か
ら
句

を
よ
む
と
き
は

一
句

一
句
を
辞

世
と
考
え
て
い
た
。
芭
蕉
翁
行

状
記
で
臨
終
の
折

一
句
な
し
と

門
人
の
路
通
は
述
べ
て
居
ら
れ

る
。
芭
蕉
は
た
え
ず
死
を
思

っ

て
い
た
の
で
、
積
極
人
生
で
あ

っ
た
。
枯
野
は
地
獄
で
は
な
く
、

文
学
青
年
に
タ
イ
ム
ス
リ
ップ

に
て
、
学
生
俳
句
と
い
わ
れ
る

ジ
ャ
ン
ル
で
毎
月
投
句
し
た
も

の
だ

っ
た
。
生
活
俳
句
な
ど
が

持
て
は
や
さ
れ
て
い
た
が
、
自

た
ん
　
び

然
耽
美
の
姿
勢
は
崩
さ
ず
、
吟

行
に
は
よ
く
同
行
し
た
も
の
で

あ
る
。
当
時
は
苦
吟
だ

っ
た
が
、

鉄
駅

下
町

思
う
。
日
本
語
は
世
界
に
誇
れ

る
美
し
い
言
葉
で
あ
る
。
こ
と

ば
遊
び
か
ら
文
化
、
文
学
ま
で

昇
華
さ
せ
た
第

一
人
者
は
芭
蕉

だ
と
思

っ
て
い
る
。
そ
の
翁
が

元
禄
７

（
１
６
９
４
）
年
１０
月

‐２
日
に
、
大
阪
の
こ
の
難
波
別

院
の
前
の
花
屋
さ
ん
の
奥
座
敷

で
亡
く
な
る
４
日
前
、
句
碑
の

「旅
に
病
て
―
―
―
」
を
詠
ん

だ
の
で
あ
る
。

こ
の
旬
は

「枯
野
」
が
す
べ

て
で
あ
り
、
死
後
の
世
界

・
浄

土
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
と
思

さ
び
さ
び
と
し
て
快
い
、
悲
愴

な
感
さ
え
す
る

一
種
の
美
的
世

界
で
あ
る
。
旅
に
生
き
た
芭
蕉

に
と

っ
て
い
ず
く
に
果
て
よ
う

と
も
、
そ
こ
は
ま
た
浄
土
な
の

で
あ
る
。
枯
野
浄
土
と
い

っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
」
と
の
説
明
に

納
得
し
た
。

同
時
に
こ
の
「浄
土
」
に
江
戸

時
代
当
時
の
真
宗
の
権
威
が
う

か
が
え
た
よ
う
に
思
う
。
大
樹

と
芭
蕉
の
葉
陰
の
も
と
で
、
し

ば
し
文
学
青
年
に
タ
イ
ム
ス
リ

ッ
プ
し
た
ひ
と
時
で
あ

っ
た
。
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