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一
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0題襲

菰
聾
降
る
　
冬
は
今
日
の
み

鷲
の
　
鴨
か
む
春
へ
は

明
日
に
し
あ
る
ら
し

（
三
形
王
　
巻
二
十
。
四
四
八
八
）

今
日
2
月
3
日
は
「
立

喜
一
で
す
。
そ
の
前
日
、

2
月
2
日
が
「
節
分
」
で

し
た
。
「
節
分
」
と
は
季

節
の
分
か
れ
目
を
意
味

し
、
本
来
は
立
春
・
立
夏

・
立
秋
二
追
冬
そ
れ
ぞ
れ

の
前
日
に
あ
た
り
ま
す

が
、
現
代
は
立
春
の
前
日

の
節
分
だ
け
か
重
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
現
代
で
は
、

節
分
と
い
え
ば
2
月
3
日

と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す

が
、
2
0
2
1
年
は
1
2

4
年
ぶ
り
に
2
月
2
日
と

な
り
ま
し
た
。

こ
の
歌
は
、
麿
の
上
の

「
冬
」
は
今
日
ま
で
で
、

明
日
か
ら
ば
「
暮
し
だ
と

詠
ん
で
い
ま
す
。
実
際
に

今
日
は
雪
が
降
っ
て
い

て
、
明
日
か
ら
ば
ウ
グ
イ

ス
が
鳴
く
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
雪
が
降
る
こ
と

や
ウ
グ
イ
ス
が
鳴
く
こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の

I
I
I

I
た

、
ヽ
ヽ
1

と
　
l
n
V

需
棟

象
徴
的
な
事
象
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ

ます。歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、

7
5
7
（
天
平
宝
宇
元
）

年
1
2
月
1
8
日
で
あ
っ
た

と
「
万
葉
集
」
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
翌
1
9
日
が
立

春
で
、
こ
の
日
が
節
分
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
古
代
日

本
で
使
用
さ
れ
て
い
た

麿
は
、
月
の
満
ち
欠
け
を

東
軍
に
し
て
お
り
、
1
月

1
日
が
来
る
前
に
立
春

を
迎
え
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
あ
り
ま
し
た
。
2
0
2

1
年
2
月
3
日
も
、
旧
暦

に
換
算
す
る
と
1
2
月
2
2

日
に
あ
た
り
ま
す
。
ち
ょ

う
ど
今
ご
ろ
に
詠
ま
れ
た

歌
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ます。当
時
の
二
十
四
節
気
は

中
国
大
陸
の
自
然
環
境
を

も
と
に
成
立
し
た
も
の
で

し
た
の
で
、
日
本
列
島
の

季
節
感
と
は
異
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
現
行
の
麿

は
太
陽
の
運
行
を
基
準
に

し
て
い
ま
す
の
で
、
さ
ら

に
ず
れ
が
生
じ
ま
す
。
立

春
の
頃
に
大
雪
が
降
る
年

も
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ

ん
じ
今
年
も
、
ウ
グ
イ
ス

が
鳴
く
ど
こ
ろ
か
ま
だ
寒

い
日
が
続
き
そ
う
で
す
。

三
彩
王
は
、
系
譜
も
生

没
年
も
不
明
で
す
。
「
続

日
本
紀
」
の
記
碧
な
ど
か

ら
、
淳
仁
天
皇
に
ゆ
か
り

深
い
人
物
で
あ
っ
た
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
歌
は
自
宅
で
開

讃
翳

歌
も
残
っ
て
い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

＝
次
回
は
1
7
日

【
訳
】
み
雪
降
る
冬
は
今
日
だ
け
で
す
。
ウ
グ

イ
ス
の
鳴
く
蕃
は
も
う
明
日
で
あ
る
ら
し
い
。
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やまと

万葉がたll頚

飯
喫
め
ど
味
く
も
あ
ら
ず
行
き
往
け
ど
安
く
も
あ
ら
ず

あ
か
ね
さ
す
君
が
博
し

忘
れ
か
ね
つ
も

作
者
未
詳
（
巻
十
六
・
三
八
五
七
）

竪
籍
謀

を
持
つ
歌
を
集
め
て
巻
全

体
が
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
巻
の
歌
に
は
題

詞
や
左
注
と
し
て
歌
に
ま

つ
わ
る
物
語
が
付
い
た
も

の
が
多
く
、
こ
の
歌
に
も

次
の
よ
う
な
長
い
左
注
が

あ
り
ま
す
。

鵠
離
顎

働
き
の
女
性
）
が
い
た
。
宿

直
が
続
い
て
夫
と
会
う
こ

と
が
で
き
ず
、
心
は
ふ
さ

ぎ
こ
み
夫
を
恋
い
慕
う
気

持
ち
が
深
ま
っ
て
い
た
。

あ
る
泊
ま
り
勤
務
の
夜
、

夢
の
中
で
夫
に
会
い
、
目

覚
め
て
手
探
り
で
抱
き
つ

い
た
が
、
手
に
触
れ
る
も

の
は
何
も
な
か
っ
た
。
彼

女
は
む
せ
び
泣
き
、
声
高

く
こ
の
歌
を
口
ず
さ
ん

だ
。
こ
れ
を
聞
い
た
佐
為

王
は
感
動
し
て
あ
わ
れ
に

思
い
、
以
後
は
ず
っ
と
泊

ま
り
の
勤
務
を
免
除
し

た。」
こ
の
歌
語
り
の
原
文
は

漢
文
で
葺
か
れ
て
お
り
、

唐
代
中
国
の
小
説
『
遊
仙

窟
』
の
文
章
に
由
来
す
る

表
現
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
の

文
は
中
国
文
学
に
通
じ

た
人
物
に
よ
る
創
作
の

可
能
性
が
高
く
、
歌
を
歌

っ
た
と
さ
れ
る
姥
も
実

在
の
人
物
か
ど
う
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ

の
歌
が
奈
良
時
代
に
流
行

し
、
『
万
葉
集
』
に
も
採

録
さ
れ
た
背
景
に
は
、
実

在
の
人
物
で
あ
る
佐
為
王

の
存
在
が
あ
る
と
考
え
ら

奈
良
時
代
の
貴
族
で

す
。
聖
篭
（
醸
難
）

の
実
弟
で
、
光
明
皇
后
と

も
母
を
同
じ
く
し
ま
す
。

鶉
謀
議

教
育
係
に
任
命
さ
れ
、

皇
子
が
聖
武
天
皇
と
し

て
即
位
し
た
後
も
侍
従

と
し
て
天
皇
に
仕
え
た

こ
と
か
ら
、
故
事
に
明
る

く
教
養
と
人
橋
を
兼
ね

備
え
た
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
歌
と
物
語
は
、
佐
為

王
の
そ
う
し
た
人
物
像

を
リ
ア
ル
に
実
感
で
き

る
逸
話
と
し
て
、
奈
良

時
代
の
人
々
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

＝
次
回
は
3
月
1
0
日

【
訳
】
ご
飯
を
食
べ
て
も
お
い
し
く
な
い
。
う
ろ
う
ろ
歩
き

回
っ
て
も
心
が
安
ま
ら
な
い
。
あ
か
ね
色
に
照
り
映
え
る
よ

う
な
あ
な
た
の
心
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。


