
「
極
楽
か
ら
吹
く
風
」

　
柔
ら
か
な
春
の
風
に
乗
っ
て
、
ほ
の
か
な
花
の
香
り
が
漂
う
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　
松
尾
芭
蕉
に
「
春
風
に
　
吹
き
出
し
笑
う
　
花
も
が
な
」
と
い
う
俳
句
が
あ
り
ま
す
。

　「
笑
う
」
と
は
、
蕾
が
開
い
て
花
が
咲
く
様
子
を
笑
顔
に
喩
え
た
言
葉
で
す
。

　
心
地
よ
い
春
の
風
に
つ
ら
れ
て
、
こ
ら
え
き
れ
ず
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
蕾
も
ほ

こ
ろ
ん
で
花
を
咲
か
せ
れ
ば
い
い
の
に
と
、
春
の
風
に
心
が
明
る
く
な
る
こ
と
を
詠
ん
だ
俳
句

で
す
。

　
春
分
の
日
を
中
日
と
す
る
前
後
一
週
間
、
春
の
お
彼
岸
の
頃
に
吹
く
西
風
を
「
彼
岸
西
風
」

と
呼
び
ま
す
。

　
彼
岸
と
は
、
悟
り
の
世
界
で
あ
る
極
楽
浄
土
の
こ
と
で
す
。

　
柔
ら
か
な
春
の
風
に
身
も
心
も
安
ら
ぐ
時
、「
こ
の
風
の
心
地
よ
さ
は
、
き
っ
と
極
楽
浄
土

か
ら
吹
い
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
」
と
受
け
止
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
極
楽
浄
土
に
憧
れ
る
信
仰

心
の
深
さ
と
感
受
性
の
豊
か
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
極
楽
浄
土
で
は
、
ど
の
よ
う
な
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
浄
土
宗
で
拠
り
所
と
し
て
い
る
経
典
の
一
つ
『
無
量
寿
経
』
に
は
、「
極
楽
浄
土
に
吹
く
風
は
、

寒
か
ら
ず
暑
か
ら
ず
、
程
よ
い
暖
か
さ
や
涼
し
さ
で
、
弱
く
も
な
け
れ
ば
強
く
も
な
い
。
そ
の

風
は
極
楽
浄
土
の
樹
々
を
揺
ら
し
て
奥
深
い
仏
法
を
あ
ら
わ
す
音
を
響
か
せ
、
芳
し
い
香
り
の

美
し
い
花
び
ら
を
舞
い
散
ら
せ
る
。
ま
た
そ
の
風
を
身
に
感
じ
た
な
ら
ば
、煩
悩
の
火
が
消
え
、

心
が
澄
み
渡
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
阿
弥
陀
様
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
者
を
、
苦
し
み
が
な
く
安
ら
か
で
、
悟
り
に
到

る
た
め
の
理
想
的
な
環
境
が
整
っ
た
極
楽
浄
土
に
お
救
い
く
だ
さ
る
仏
様
で
す
。

　
ま
た
、
極
楽
浄
土
は
こ
の
世
で
お
別
れ
し
た
大
切
な
方
と
の
再
会
を
喜
ぶ
世
界
で
も
あ
り
ま

す
。

　
極
楽
浄
土
か
ら
風
が
吹
い
て
き
た
な
ら
、
き
っ
と
阿
弥
陀
様
や
こ
の
世
で
お
別
れ
し
た
方
々

か
ら
「
極
楽
浄
土
に
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
あ

な
た
へ
の
想
い
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
春
の
風
に
心
地
よ
さ
を
感
じ
た
時
、
こ
の
風
は
極
楽
浄
土
か
ら
吹
い
て
き
た
風
だ
と
喜
び
、

共
々
に
笑
顔
の
花
を
咲
か
せ
て
お
念
仏
に
励
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

南
無
阿
弥
陀
仏

ひ
が
ん
に
し

た
だ
よ

つ
ぼ
み

た
と

あ
こ
が

よ

ゆ

か
ぐ
わ

ぼ
ん
の
う

は
る
か
ぜ

ふ
　
　  

だ
　
　
わ
ら
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