
『

お
ら
が
春』

所
収
句
全
注
解

�

黄

色

瑞

華

〈
承

前
〉

あ
ゝ
立
た
ひ
と
り
立
た
る
こ
と
し
哉

貞
徳

出�

犬
子
集
・
山
の
井
・
崑
山
集
な
ど

▽

犬
子
集
・
山
の
井
・
崑
山
集
な
ど
、
上
五

｢

あ
り
た
つ
た｣

。

類
柑
子
、｢

ひ
な
ひ
く
鳥｣

に
は
、｢

あ
ゝ
た
つ
た｣

。

こ
の
句
以
下
八
句
、
第
十
二
話
に

｢

よ
り
�
�
思
ひ
寄
せ
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凡

例

一

本
稿
は
、『

お
ら
が
春』

所
収
句

(
一
茶
二
三
二
、
他
三
二)

の

全
注
解
で
あ
る
。

一

一
行
め
に

『

お
ら
が
春』

所
収
句
を
お
く
。
た
だ
し
、
使
用
の
漢

字
は
お
お
む
ね
現
行
字
体
と
し
た
。
ま
た
、
仮
名
づ
か
い
な
ど
の
明

ら
か
な
誤
り
は
、
右
傍
に

(
)

に
入
れ
て
注
し
た
。

一

二
行
め
以
下
に
出�
と
し
て
、
初
出
及
び
他
書
に
所
収
の
有
無
を
注

し
た
。

一

句
形
等
に

『

お
ら
が
春』

と
異
る
も
の
が
あ
る
場
合
、
▽
以
下
に

そ
れ
を
示
し
た
。

一

語
注
は
簡
略
を
旨
と
し
、
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、
特
に
必
要
な

場
合
は

｢

考｣

と
し
て
別
に
記
し
た
。

一

各
句
の
解
釈
は
、
大
意
を
記
す
程
度
に
と
ど
め
、
批
評
・
鑑
賞
も

必
要
最
小
限
と
し
た
。

一

注
釈
史
上
主
要
な
注
は
▼
以
下
に
記
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
著
者

及
び
書
名
は
、
初
出
に
お
い
て
の
み
フ
ル
ネ
ー
ム
で
記
し
、
以
下
は

｢

川
島

『

新
釈』｣

の
よ
う
に
略
記
し
た
。
詳
し
く
は
、
稿
末
の

｢

参

考
文
献｣

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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た
る
小
児
を
も
、
遊
び
連
に
も
と
爰
に
集
ぬ｣

と
し
て
収
め

る
十
一
句
に
続
け
て

｢

其
引｣

と
し
て
加
え
て
あ
る
。

注

｢
あ
ゝ
た
つ
た｣

、
足
が
立
っ
た
こ
と
と
、
歳
月
が
経
っ
た

こ
と
を
掛
け
る
。
な
お
、
こ
の
章
段
本
文
は
、
其
角
の

『

類

柑
子』
中
の

｢

ひ
な
ひ
く
鳥｣

の
影
響
が
色
濃
い
。

解

あ
あ
ひ
と
り
立
ち
し
た
、
や
っ
と
ひ
と
り
で
立
ち
あ
が
る

こ
と
が
出
来
た
。
一
年
余
の
歳
月
を
経
て
、
そ
の
成
長
を
喜

ぶ
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

き
の
ふ
の
け
ふ
で
は
一
日
の
隔
て

し
か
な
い
。
育
つ
時
も
ま
も
な
い
の
に
、
ぽ
つ
か
り
生
れ
て

這
ひ
も
坐
り
も
習
ひ
も
せ
ず
、
す
つ
く
と
、
た
つ
た

(

起
立)

こ
と
し

(

今
年)

で
あ
る
。
そ
れ
も
誰
れ
に
も
手
を
取
ら
れ

ず
、
扶
け
起
す
も
の
も
な
く
て
、
ひ
と
り

(

独)
で
起
ち
あ

が
つ
た
の
だ
。
こ
れ
が
人
の
子
な
ら
ば
奇
蹟
で
あ
る｣
。
川

島

『

新
解』

に
、｢

小
児
が
、
よ
う
や
く
立
つ
こ
と
が
出
来

た
と
い
う
の
と
、
年
が
立
つ
、
す
な
わ
ち
今
年
が
始
ま
っ
た

と
、
両
方
に
言
い
か
け
て
い
る｣

。

子
に
あ
く
と
申
ま
う
す

人
に
は
花
も
な
し

芭
蕉

出�

一
葉
集
・
類
柑
子

解

子
に
は
あ
き
た
な
ど
と
口
に
す
る
よ
う
な
者
に
は
、
春
の

花
、
秋
の
紅
葉
な
ど
を
賞
す
る
風
流
心
は
微
塵
も
な
い
、
の

意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

�
に

『

貧
乏
人
の
子
だ
く
さ
ん』

と
は
云
へ
、
生
活
苦
を
そ
の
子
を
育
て
る
上
に
か
こ
つ
け
て
、

う
る
さ
が
り
、
厄
介
が
り
、
厭
が
る
、
こ
ど
も
嫌
ひ
に
は
、

咲
く
に
つ
け
散
る
に
つ
け
、
憂
き
を
は
ら
ひ
、
こ
ゝ
ろ
を
惱

め
る
花
の
な
が
め
、
花
の
趣
を
理
解
す
る
こ
と
は
思
ひ
も
寄

ら
な
い
で
あ
ら
う
。
飽
き
る
に
事
を
か
い
て
、
そ
の
子
を
疎

ん
ず
る
非
人
情
な
と
も
が
ら
、
ま
し
て
や
口
外
を
憚
ら
な
い

も
の
に
は
、
風
流
心
の
持
ち
合
せ
な
ど
あ
る
ま
い
し
、
花
な

ど
に
か
ま
つ
て
を
ら
れ
ま
い｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

生
活

に
あ
え
ぎ
、
あ
る
い
は
清
閑
を
望
め
ば
、
子
ほ
ど
邪
魔
な
も

の
は
な
い
。
し
か
し
、
子
を
厄
介
者
視
し
、
口
ぎ
た
な
く
の

の
し
っ
た
り
す
る
の
は
、
第
三
者
の
目
に
は
浅
ま
し
い
限
り

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
は
花
を
賞
す
る
資
格
も
な
い｣

。

袴
着
や
子
の
草
履
と
る
親
心

子
堂
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出�

雑
談
集
・
俳
諧
故
人
五
百
題

注
｢

袴
着｣

、
男
児
五
歳
の
十
一
月
十
五
日
、
初
め
て
紋
服
を

着
け
て
産う

ぶ

土す
な

神
に
参
詣
す
る
儀
式
。

解

待
ち
に
待
っ
た
袴
着
、
こ
の
日
ば
か
り
は
上
下
を
離
れ
草

履
取
り
を
か
っ
て
出
る
、
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』
に
、｢

世
間
へ
の
見
得
ば
か
り
で
な
い
。

真
に
そ
の
子
の
生
立
ち
と
行
末
を
祝
っ
て
、
つ
い
え
を
厭
は

な
い
で
、
衣
裳
を
揃
へ
、
本
膳
も
と
ゝ
の
へ
、
宮
参
り
に
は

供
と
な
つ
て
扈
従
す
る
気
持
で
附
添
つ
て
行
く
。
家
を
出
る

と
き
、
社
殿
で
昇
降
の
折
は
、
は
き
も
の
を
穿
が
せ
、
脱
が

せ
る
な
ど
、
武
家
に
あ
つ
て
は
下
賤
な
草
履
取
の
仕
事
す
ら
、

け
ふ
は
そ
の
子
の
た
め
勤
め
る
。
こ
れ
こ
そ
純
情
な
親
心
で

あ
る｣

。

花
と
い
へ
も
一
ツ
い
へ
や
ち
い

(

ひ)

さ
い
子

羅
香

出�

笈
日
記

注

株
番
、『

笈
日
記』

抜
抄
に
も
記
す
。
七
番
日
記

(

文
化

15
・
４)

に
、｢

小
坊
主
よ
も
一
ツ
笑
へ
梅
の
花｣

。

解

何
か
言
葉
ら
し
き
も
の
を
発
し
た
乳
呑
子
、
き
っ
と

｢

花｣

と
言
っ
た
は
ず
だ
、
も
う
一
度
言
っ
て
お
く
れ
と
せ
が
む
、

の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

漸
く

『

は
な』

と
発
音
し
た
小
さ

き
努
力
を
、
柔
か
く
抱
い
た
腕
に
躍
る
そ
の
子
よ
り
も
喜
ん

で
、
再
び
云
は
せ
よ
う
と
す
る

『

も
一
つ』

の
注
文
と
希
望

に
気
を
揉
む
、
人
の
親
の
心
理
描
写
が
観
点
と
な
つ
て
ゐ
る｣

。

川
島

『

新
解』

に
、｢

幼
児
が
よ
う
や
く

『

は
な』

と
発
音

す
る
こ
と
の
出
来
た
う
れ
し
さ
に
、
も
一
つ
、
も
一
つ
と
強

要
す
る｣

。

春
雨
や
格
子
よ
り
出
す
童
わ
ら
は

の
手

東
来

出�

笈
日
記

注

こ
の
句
、
随
斎
筆
紀
に
も
引
く
。

解

降
り
続
く
春
雨
に
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
童
児
、
格
子
の
間

か
ら
戸
外
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
戸
外
で
自
由
に
遊
び
た
い

の
で
あ
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

下
萠
え
の
大
地
に
濺
ぐ
雨
を
、
そ

の
窓
か
ら
ぢ
か
に
眺
め
ら
れ
る
、
格
子
に
顔
を
あ
て
ゝ
、
簑

が
通
る
。
傘
が
行
く
。
戸
外
の
春
を
う
ら
や
ま
し
く
見
て
ゐ
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た
が
、
つ
と
格
子
か
ら
小
さ
い
手
を
伸
べ
て
、
雨
に
濡
ら
し
、

雨
に
う
た
せ
る
。
い
た
づ
ら
な
子
の
こ
ゝ
ろ
に
も
春
は
み
な

ぎ
つ
て
ゐ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

し
と
し
と
と
降
り
く

ら
す
春
雨
に
、
室
内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
子
が
、
戸
外

恋
し
く
、
格
子
の
あ
い
だ
か
ら
小
さ
な
白
い
手
を
出
し
て
い

る
の
で
あ
る｣
。

早
乙
女
や
子
の
な
く
方
へ
植
て
行

棄
捨

出�

句
兄
弟

注

原
本
、
棄
捨
を
葉
捨
と
誤
記
。

解

田
の
向
う
側
に
子
供
が
つ
な
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
母

親
は
そ
の
子
の
方
に
向
っ
て
、
手
早
に
早
苗
を
植
え
込
ん
で

行
く
、
の
意
。
前
掲

｢

よ
り
�
�
思
ひ
寄
せ
た
る
小
児｣

十

一
句
の
第
十
句
に
、｢

涼
風
の
吹
く
木
へ
縛
る
我
子
哉｣
。
野

良
へ
連
れ
出
し
た
小
児
の
腰
に
ひ
も
を
つ
け
、
そ
れ
を
立
木

や
杭
な
ど
に
し
ば
っ
て
、
そ
の
ひ
も
の
許
す
範
囲
で
遊
ば
せ

て
お
く
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

畔
に
寝
せ
て
あ
る
児
が
乳
を
慕
つ

て
泣
く
。
笠
が
声
の
方
へ
向
く
。
泥
に
汚
れ
た
手
を
垂
れ
て

た
め
ら
ふ
。
そ
の
子
の
母
で
あ
る｣

。｢

泣
く
児
に
強
く
こ
ゝ

ろ
を
惹
か
れ
な
が
ら
、
再
び
屈
ん
で
苗
を
挿
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

さ
う
し
た
場
合
の
母
性
心
理
を
洞
察
し
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る｣

。

川
島

『

新
解』

に
、｢

こ
の
句
の
芸
術
性
は
淡
い
が
、
子
が

泣
く
か
ら
と
て
、
勝
手
に
手
を
休
め
て
哺
乳
す
る
こ
と
な
ど

出
来
ぬ
農
婦
の
き
び
し
い
生
活
の
一
端
が
覗
れ
る｣

。

折
と
て
も
花
の
木
の
間
の
せ
が
れ
哉

其
角

出�

類
柑
子
・
五
元
集

▽

類
柑
子
・
五
元
集
と
も
、
中
七

｢

花
の
間
の｣

。

解

咲
き
ほ
こ
る
花
の
一
枝
を
折
り
取
っ
た
者
が
あ
る
。
花
盗

人
で
あ
る
。
そ
の
盗
人
を
詮
議
し
て
み
れ
ば
、
花
の
間
に
ひ

そ
ん
で
い
る
わ
が
息
子
の
し
わ
ざ
だ
っ
た
、
の
意
。
七
番
日

記

(

文
化
８
・
４)

に
、｢

花
の
木
に
さ
つ
と
隠
る
ゝ
忰
哉｣

。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

一
ト
枝
を
惜
し
げ
も
な
く
折
つ
た

者
が
あ
る
。
誰
何
の
声
も
は
げ
し
く
見
廻
す
と
、
咲
く
花
の

木
蔭
に
身
を
窄
め
て
逃
げ
て
行
く
。
ぢ
つ
と
見
据
ゑ
る
と
、

我
子
の
周
章
て
ゝ
戸
惑
ふ
姿
で
は
な
い
か
。
怒
り
も
、
握
り

拳
も
緩
ん
で
し
ま
ふ｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

花
を
折
る
不
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届
き
者
を
詮
議
し
て
見
る
と
可
愛
い
息
子
で
あ
っ
た
、
す
な

わ
ち
、
花
を
折
る
と
言
っ
て
も
、
花
の
中
に
い
る
せ
が
れ
の

し
た
こ
と
だ
、
腹
を
立
て
て
も
仕
方
が
な
い
、
の
意
が
あ
る｣

。

出�

類
柑
子

▽

類
柑
子
、｢

ひ
な
ひ
く
鳥｣

の
章
で
は
、
上
五

｢

百
舌
鳴

や｣

と
表
記
。

注

｢

は
し
と
り
初
た
る
日｣

、
生
後
百
十
日
め
か
百
二
十
日
め

の
日
に
行
う

｢

食
い
初
め｣

。
こ
れ
は
夭
折
し
た
次
女
三
輪

の
祝
い
。

解

か
わ
い
さ
あ
ま
っ
て
、
赤
子
の
�
に
そ
っ
と
口
び
る
を
寄

せ
た
、
そ
の
瞬
間
全
身
に
し
び
れ
る
よ
う
な
感
動
が
走
っ
た
。

そ
の
感
動
を
百
舌
鳥
の
か
ん
高
い
声
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
瞬

間
の
印
象
に
比
し
た
の
で
あ
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

我
が
子
へ
の
愛
の
強
さ
を
、
表
現

す
る

『

�
を
吸
ふ』

即
ち
熱
い
接
吻

(

く
ち
づ
け)

を
、
折

か
ら
鵙
の
鳴
く
、
そ
の
叫
び
に
ひ
ゞ
か
せ
て
、
吸
ふ
と
叫
ぶ

を
、
そ
の
一
瞬
に
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
繋
ぐ
心
理
描
写
で
あ
る

か
に
思
ふ｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

�
も
ふ
く
ら
か
に
、
食

い
ぞ
め
の
日
を
迎
え
た
我
が
子
に
対
す
る
愛
情
の
激
発
の
強

い
接
吻
と
、
突
如
と
し
て
鳴
く
秋
空
の
鵙
の
高
音
と
を
、
瞬

間
的
に
把
握
し
て
い
る
機
智
は
剣
道
に
お
け
る
妙
技
に
も
比

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か｣

。

出�

武
玉
川

▽

武
玉
川
、
七
編

｢

去
ら
れ
て
も
闇
に
来
て
見
る
幟
竿｣

。

雨
窓
閑
話

(

嘉
永
４)

に
、｢

わ
か
れ
て
も
闇
に
み
に
く
る

幟
か
な｣

。

注

七
番
日
記

(

文
化
15
・
５)

に
、｢

す

(

よ)

み
人
し
ら
ず｣

と

し
て
、｢

闇
紛
れ
そ
つ
と
見
に
来
る
幟
哉｣

と
メ
モ
。

解

第
十
三
話
本
文
は
、｢

男
に
き
ら
は
れ
て
、
親
の
も
と
に

住
ミ

け
る
に
、
お
の
が
子
の
初
節
句
見
た
く
も
、
昼
ハ

人
目

茂
げ
ゝ
れ
バ｣

と
あ
り
、
こ
の
句
を
は
さ
ん
で
、｢

子
を
思

ふ
実
情
、
さ
も
と
聞
へ

(

え)

て
哀
也｣

と
あ
る
。

▼

勝
峯

『
評
釈』

に
、｢

け
ふ
は
あ
れ
の
初
節
句
で
あ
る
。
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は
し
と
り
初
た
る
日

鵙も
ず

鳴
や
赤
子
の
�
を
す
ふ
時
に

同

(

其
角)

去
ら
れ
た
る
門か
ど

を
夜
見
る
幟
か
な

よ
ミ
女
し
ら
ず
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逢
ひ
た
い
、
ち
よ
つ
と
で
も
逢
ひ
た
い
、
昼
は
そ
の
悩
み
に

苦
し
み
、
夜
に
な
つ
て
人
目
の
関
の
は
ゞ
か
り
も
な
く
な
り
、

そ
の
家
の
ほ
と
り
を
さ
ま
よ
ひ
、
我
が
子
の
端
午
を
祝
ふ
外

幟
を
な
が
め
て
、
す
べ
て
を
諦
め
よ
う
と
す
る
生
母
の
真
実

な
告
白
で
あ
る｣

。

人
の
親
の
烏
追
け
り
雀
の
子

鬼
貫

出�

鬼
貫
句
選

注

第
十
三
話
本
文
末
尾
に
、｢
所
有
畜
類
是
世
々
親
族
と
な

ん
。
親
を
し
た
ひ
、
子
を
慈
む
情
、
何
ぞ
へ
だ
て
の
あ
る
べ

き
や｣

と
あ
っ
て
、
こ
の
句
以
下
六
句
を
収
め
て
あ
る
。

解

雀
の
子
の
た
め
に
人
の
親
が
、
の
意
。

夏
山
や
子
に
あ
ら
は
れ
て
鹿
の
鳴な
く

五
明

出�

五
明
句
藻

▽

上
五

｢

草
山
や｣

。

注

こ
の
句
、
三
韓
人
に
も
引
く
。

解

子
の
た
め
に
わ
が
身
の
危
険
も
か
え
り
み
ず
、
の
意
。

負
て
出
て
子
に
も
鳴
か
す
る
蛙
哉

東
陽

出�

未
評

注

こ
の
句
、
迹
祭
に
も
記
す
。

解

実
は
親
子
で
は
な
く
、
雌
雄
の
蛙
で
あ
ろ
う
。

鹿
の
親
笹
吹
く
風
に
も
ど
り
け
り

一
茶

出�

真
蹟
、
一
茶
・
関
之
両
吟
歌
仙

(

享
和
１
・
６)

▽

中
七

｢

草
吹
く
風
に｣

。
御
桜
、｢

親
鹿
は
艸
吹
風
に｣

。

希
杖
本
発
句
集
、
中
七

｢

篠
吹
く
風
に｣

。
茶
翁
聯
句
集
、

前
書

｢

鹿
の
子
の
題
を
と
り
て｣

。

解

親
鹿
は
か
す
か
な
風
の
音
を
さ
え
感
じ
て
、
わ
が
子
の
も

と
え
立
ち
も
ど
っ
た
こ
と
だ
、
の
意
。

小
夜
し
ぐ
れ
な
く
ハ
子
の
な
い
鹿
に
哉が
な

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

注

自
筆
稿
本
。｢

哉｣

の
右
肩
に
濁
点
を
付
し
て
、｢

が
な｣

と
読
ま
せ
、
推
量
の
意
に
用
い
る
。

解

｢

小
夜
し
ぐ
れ｣

の
中
、
鹿
の
鳴
く
声
が
わ
び
し
く
聞
え
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る
。
子
を
失
な
っ
た
鹿
の
鳴
き
声
だ
ろ
う
か
、
の
意
。

子
を
か
く
す
薮
の
廻
り
や
鳴
雲
雀

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

七
番
日
記

(

文
化
10
・
３)

、｢

子
を
捨
て
る
薮
を
見
廻
し

�
�
て
つ
ひ
に
上
ら
ぬ
夕
雲
雀
哉｣

。
同

(

12
・
３)

、｢

子

を
捨
し
薮
を
放
れ
ぬ
雲
雀
哉｣

。

注

雲
雀
の
成
鳥
は
、
爪
が
伸
び
て
樹
上
に
止
る
こ
と
が
出
来

ず
、
地
上
に
巣
を
作
る
。

解

薮
の
中
の
巣
に
子
を
残
し
た
雲
雀
。
わ
が
子
の
安
否
を
気

づ
か
っ
て
、
そ
の
上
空
を
声
を
た
て
て
、
旋
回
し
て
い
る
。

そ
れ
は
外
敵
に
巣
の
あ
り
か
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
が
、
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

の

｢

釈｣

に
、｢

毛
吹
草
の
世
話
に

『
子

を
す
つ
れ
ど
も
、
身
を
す
つ
る
や
ぶ
な
し』

の
古
い
諺
を
、

か
く
ま
ふ

(

匿)

の
意
の

『

か
く
す』

に
活
用
し
た
の
で
あ

る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

一
茶
は

『

子
を
捨
て
る
薮
は
あ

る
が
身
を
捨
て
る
薮
は
な
い』

と
い
う
俗
言
を
生
か
そ
う
と

し
て｣

、｢

試
作
し
て
い
る
う
ち
に
、
う
そ
か
ら
出
た
ま
こ
と

で
、
こ
の
よ
う
な
実
景
を
つ
か
み
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

俗
諺
か
ら
出
立
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は

『

子
を
捨
て
る』

と

い
う
概
念
か
ら
放
れ
得
て
い
る｣

。

露
の
世
ハ
露
の
世
な
が
ら
さ
り
な
が
ら

一
茶

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

七
番
日
記

(

文
化
14
・
５)

に
、｢

悼｣

と
前
書
し
て
、

中
七

｢

得
心
な
が
ら｣

。

注

漢
武
帝
の

｢

秋
風
辞｣

の
詩
句

｢

歓
楽
極
兮
哀
情
多｣

を

ふ
ま
え
る

｢

楽
し
み
極
り
て
愁
ひ
起
る
ハ
、
う
き
世
の
な
ら

ひ
な
れ
ど｣

と
書
き
は
じ
め
る
第
十
四
話

(

さ
と
女
の
死)

、

そ
の
末
尾
部
に

｢

こ
の
期
に
及
ん
で
ハ
、
行
水
の
ふ
た
ゝ
び

帰
ら
ず
、
散
花
の
梢
に
も
ど
ら
ぬ
く
ひ

(

い)

ご
と
な
ど
ゝ
あ
き
ら

め
顔
し
て
も
、
思
ひ
切
が
た
き
は
恩
愛
の
き
づ
な
世
け
り｣

と
あ
る
。

解

こ
の
世
は
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
と
十
分
承
知
し
て

は
い
る
が
、
愛
媛
の
死
に
あ
っ
て
は
、
ど
う
に
も
心
が
治
ま

ら
な
い
、
の
意
。
理
を
も
っ
て
制
御
し
が
た
い
情
を
か
か
え

る
人
間
の
本
態
を
詠
む
。
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▼

吉
田

『

講
座』

に
、｢

愛
子
を
失
ひ
て
の
句
で
あ
る
。
露

の
世
と
あ
き
ら
め
は
あ
き
ら
め
て
も
さ
り
な
が
ら
あ
き
ら
め

が
た
い
親
子
の
情
で
あ
る
。
何
と
い
ふ
素
直
な
句
で
あ
ら
う
。

何
と
い
ふ
心
の
底
の
悲
し
み
を
訴
へ
た
句
で
あ
ら
う
。
何
と

い
ふ
静
か
な
、
何
と
い
ふ
崇
�
い
調
子
の
句
で
あ
ら
う
。
無

障
無
碍
秋
の
風
の
ご
と
く
自
然
な
句
で
は
な
い
か
。
腸
を
割

い
て
見
せ
た
句
で
は
な
い
か｣

。
勝
峯

『

名
句
評
釈』

に
、

｢

描
辞
の
方
か
ら
言
へ
ば
一
言
一
句
一
音
の
拔
差
し
を
許
さ

ぬ
緊
密
さ
で
あ
り
、
流
暢
な
諧
調
で
あ
る
。『

露
の
世
は』

に
対
し
て

『

露
の
世
な
が
ら』

と
受
け
た
重
言
法
と
条
件
法

と
が
誰
の
耳
に
も
極
め
て
自
然
に
流
れ
込
む
し
、
更
に

『

さ

り
な
が
ら』

と
逆
語
法
を
以
て
反
撥
し
た
句
法
も
極
め
て
自

然
に
享
け
入
れ
ら
れ
る
し
、
そ
の
次
に
来
る
べ
き
説
明
語
が

省
略
さ
れ
て
居
て
、
し
か
も
誰
の
思
想
に
も
順
当
に
そ
れ
が

領
得
さ
れ
て
余
蘊
が
無
い｣

。｢

是
よ
り
先
文
化
十
四
年
作
に

『

露
の
世
は
得
心
な
が
ら
さ
り
な
が
ら』

の
句
が
あ
る
。
そ

れ
を
再
び
持
廻
っ
た
と
す
れ
ば
、
更
に
こ
の
句
の
価
値
を
減

殺
す
る
で
あ
ら
う｣

。
勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

露
の
世
の
露
は

後
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
と
し
て
も
、
そ
れ
は
喩
へ
で
あ
つ
て

此
の
世
の
実
相
で
は
な
い
か
ら
、
露
の
世
と
だ
け
で
は
諦
め

ら
れ
ぬ
。
此
世
へ
の
執
着
が
残
る
こ
と
に
な
る
。『

さ
り
な

が
ら』

が
一
茶
の
人
間
的
な
述
懐
に
な
る
の
だ
が
、
七
番
日

記
に

『

悼』

の
題
で

『

露
の
世
は
得
心
な
が
ら
さ
り
な
が
ら』

の
先
案
が
あ
つ
て
、
こ
の
句
は
そ
の
再
考
な
の
で
あ
る｣

。

伊
藤

『

一
茶
集』

に
、｢

誰
か
別
人
を
悼
ん
だ
旧
作
な
の
を
、

さ
と
女
の
死
に
臨
ん
で
改
作
転
用
し
た
の
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

あ
き
ら
め
て
も
あ
き
ら
め
切
れ
ぬ
果
て
し
な

き
愛
執
の
思
い
を
、
露
の
世
・
露
の
世
な
が
ら
・
さ
り
な
が

ら
と
、
二
重
の
重
語
と
環
状
的
表
現
に
よ
っ
て
、
輪
廻
の
相

さ
な
が
ら
に
余
情
に
訴
え
て
い
る
。(

略)

中
七
を
替
え
て

転
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
老
境
に
得
た
最
愛
の
さ
と
女
を
う

し
な
っ
た
悲
嘆
の
深
さ
は
疑
う
べ
く
も
な
い
が
、
さ
と
女
の

愛
の
記
録
と
そ
の
死
と
を
対
照
的
に
叙
し
た
、『

お
ら
が
春』

構
成
上
の
山
と
し
て
一
巻
を
飾
ろ
う
と
し
て
い
る
一
茶
の
意

欲
の
た
く
ま
し
さ
。
心
を
蕩
か
す
愛
の
記
に
し
て
も
、
果
て

し
な
き
暗
愁
の
籠
っ
た
こ
の
悼
句
に
し
て
も
、
そ
の
う
し
ろ

に
は
、
い
か
な
る
事
物
を
も
逃
す
ま
い
と
し
て
い
る
文
芸
作

家
の
冷
厳
な
眼
が
感
ぜ
ら
れ
て
、
一
道
に
執
す
る
者
の
宿
命

( 8 ) 121『おらが春』 所収句全注解 �



を
、
む
し
ろ
心
寒
い
も
の
に
思
わ
れ
る｣

。
栗
山

『

名
句
評

釈』

に
、｢『

露�

の�

世�

は
露�

の�

世�

な○

が○

ら○

さ
り
な○

が○

ら○』

と
同

語
反
復
に
よ
る
纏
い
つ
く
よ
う
な
律
調
は
、
重
く
沈
澱
す
る

悲
哀
を
そ
の
ま
ま
に
し
み
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
点

『

得
心

な
が
ら』
を
改
め
た
の
は
う
な
ず
け
よ
う｣

。
加
藤

『

秀
句』

に
、｢『

露
の
世』
と
現
世
を
考
え
、
彼
岸
に
迎
え
と
ら
れ
た

吾
が
子
だ
と
感
ず
る
一
応
の
構
え
が
、
人
情
に
惹
か
れ
る
気

持
の
前
に
自
ず
と
崩
れ
て
ゆ
く｣

。｢

こ
の
句
は
燃
焼
を
経
た

詩
の
世
界
、
生
き
た
時
間
の
魅
力
で
は
な
い
。
市
井
人
の
人

情
に
殉
ず
る
生な

ま

の
魅
力
だ
。
だ
か
ら
惹
か
れ
た
あ
と
に
未
練

の
思
い
を
滓
の
よ
う
に
と
ど
め
る
の
で
あ
る｣

。

�以
下
、｢

其
引｣

と
し
て
引
く
落
梧
ほ
か
の
八
句
と
よ
み
人
し

ら
ず
ほ
か
の
三
首
の
注
解
は
省
略
す
る
〉

頌ニ

曰ク

未ダル

�挙サ

�歩テ

時
先ヅ

已ニ

到ル

未ダル

�動カ

�
サ

舌ヲ

時
先ヅ

説キ

了ル

直
�饒

た
と
ひ

著
々
在ル

�
モ

機
先ニ

�

更ニ

須クシ

�知ル

�有ル

�
コ

向ト
ヲ

上ノ

竅け
う

�

貰
ふ
よ
り
は
や
く
う
し
な
ふ
扇
か
な

一
茶

出�

七
番
日
記

(

文
化
12
・
６)

▽

七
番
日
記

(

文
化
12
・
６)

、｢

又
扇
貰
ふ
や
い
な
や
お
と

し
け
り｣

。
同

(

15
・
４)

、
中
七

｢

早
く
な
く
な
る｣

。

注

｢

頌｣

、
本
文
に
対
す
る
賛
語
、
の
意
。
梵
語

｢

偈が
あ

陀た
あ｣

の

訳
。
こ
の
頌
は

『

無
門
関』

第
四
十
八
則
、
乾
峰
・
雲
門
両

和
尚
の
公
案
に
対
す
る
慧
開
和
尚
の
賛
語
。｢

未
ダ
歩
ミ
ヲ

挙
セ
ザ
ル
時
、
先
ヅ
已
ニ
到
ル
。
未
ダ
舌
ヲ
動
カ
サ
ザ
ル
時
、

先
ヅ
説
キ
了
ル
。
直
�饒

た
と
ひ

著
々
機
先
ニ
ア
ル
モ
、
更
ニ
ス
ベ

カ
ラ
ク
向
上
の
竅
ニ
ア
ル
ヲ
知
ル
ベ
ジ｣

と
よ
む
。

解

慧
開
の
賛
に
言
う
賢
者
の
世
界
と
は
対
照
的
な
凡
愚
の
世

界
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

疎
忽
な
自
分
を
天
窓
を
か
き
な
が

ら
笑
つ
て
、
そ
こ
こ
ゝ
と
扇
の
ゆ
く
へ
を
捜
し
て
見
た
が
、

遂
に
知
れ
な
か
つ
た
後
悔
を
詠
ん
で
、
無
門
関
の
語
に
ふ
れ

て
ゐ
る
。｣

川
島

『

新
解』

に
、｢

前
章
は
独
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
慧
開
和
尚
の
頌
か
ら
反
射
的
に
凡
愚

の
境
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
間
髪
を
入
れ
ぬ
禅
的
機
知

の
躍
動
な
ら
で
、
こ
れ
は
貰
っ
た
ば
か
り
の
扇
を
落
し
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
、
前
章
と
対
照
さ
せ
て
見
る
と
、
い
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ち
じ
る
し
い
賢
愚
の
開
き
を
飛
び
こ
え
て
、
作
者
の
機
知
の

閃
が
見
ら
れ
る｣

。
加
藤

『

秀
句』

に
、｢

た
し
か
に
扇
に
は

こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
種
の
人
情

の
弱
点
を
衝
く
穿
ち
の
性
質
を
帯
び
た
発
想
で
、
一
茶
の
好

ん
で
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
句
と
し
て
大
切
な

の
は
穿
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
な
く
、
ど
う
心
が
燃
焼
し
た
か

と
い
う
と
こ
ろ
だ｣
。

俄
川
と
ん
で
見
セ
け
り
鹿
の
親

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

▽

｢

俄
川
を
飛
で
見
せ
け
り｣

解

｢

貰
ふ
よ
り｣

｢

俄
川｣

こ
の
二
句
、
慧
開
和
尚
の
頌
を
受

け
る
。
雨
後
の
水
た
ま
り
。
鹿
の
俊
敏
な
動
き
は
、
乾
峰
・

雲
門
両
和
尚
の
頭
脳
の
働
き
に
も
似
て
、
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

五
月
雨
の
頃
な
ど
、
溢
れ
水
が
落

ち
て
低
み
に
濁
り
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
遽
か
に
枝
川
と
な
る

や
う
な
場
合
が
あ
る
。
弱
々
し
い
脛
を
も
つ
仔
鹿
が
そ
こ
へ

来
て
、
た
ち
竦
ん
で
了
ふ
の
を
親
鹿
が
、
一
ト
跳
ね
、
ぽ
ん

と
飛
び
越
え
て
見
せ
て
、
仔
鹿
を
勇
気
づ
け
、
は
げ
ま
し
て

ゐ
る
状
景
で
あ
る｣

。｢

ち
ょ
つ
と
驟
雨
な
ど
で
掘
れ
た
り
、

た
ま
つ
た
り
し
た
水
で
は
な
い
。
枝
川
と
し
て
の
存
在
を
つ
ゞ

け
る
俄
川
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
句
も
無
門
関
に
内
面

的
交
渉
を
持
つ
て
い
る｣

。

大
寺
や
扇
で
し
れ
し
小
僧
の
名

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

、
上
五

｢

山
寺
や｣

。

解

日
記
に
、
上
五

｢

山
寺
や｣

と
記
し
、
お
ら
が
春
に
収
め

る
段
に
、｢

大
寺
や｣

と
改
め
た
。
何
人
も
の
修
行
僧
を
容

す
る

｢

大
寺｣

に
あ
っ
て
こ
そ
、
持
物
に
記
名
が
必
要
と
な

る
。

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
８)

、
中
七

｢

こ
そ
と
古
井
に｣

。

注

｢
あ
ば
れ
蚊｣

、
秋
の
残
り
蚊
。
あ
ふ
れ
蚊
と
も
。

解

身
近
く
に
蚊
の
鳴
音
、
手
を
伸
ば
し
た
瞬
間
、｢

つ
い
っ｣
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曲
者
隠
れ
て
う
か
ゞ
ふ
図

あ
ば
れ
蚊
の
つ
い
と
古
井
ニ
忍
び
け
り

ゝ

(

一
茶)
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と
か
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
の
意
。｢

あ
ば
れ
蚊｣

の
動
き

を
曲
者
に
擬
し
、
前
書
き
を
付
し
て
画
賛
句
の
よ
う
に
仕
立

て
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
作
は
お
ら
が
春
執
筆
時
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢『

つ
い
と』

で
そ
の
隠
る
ゝ
刹
那
を

活
写
し
て
ゐ
る
。
曲
者
は
盗
み
か
意
趣
か
、
害
心
を
抱
い
て

忍
び
入
つ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
凶
暴
な
あ
ば
れ
か
に
た
と
へ

た
の
だ｣

。
川
島

『
新
解』

に
、｢

前
書
の
ご
と
く
画
賛
句
で

あ
る
。
憎
ま
れ
者
の
蚊
、
殊
に
、
秋
に
な
っ
て
ゆ
だ
ん
し
て

い
る
時
に
、
ふ
い
に
襲
わ
れ
る
残
り
蚊
の
性
わ
る
さ
を
、
曲

者
の
凶
悪
に
擬
し
た
の
で
あ
る｣
。

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

、
上
五

｢

三
間
の｣

。

注

｢

大
山
詣｣

、
相
模
国

(

神
奈
川
県)

中
郡
の
雨あ

降ふ
り

山
の
石

尊
大
権
現
に
詣
る
こ
と
。
六
月
二
十
八
日
に
山
を
開
き
、
心

願
の
あ
る
も
の
は
木
太
刀
に
大
願
成
就
と
記
し
て
奉
納
し
た
。

『

十
八
大
通』

に
、
下
野
屋
十
右
衛
門

(

祇
闌)

は
、
三
間

半
ほ
ど
の
木
太
刀
を
作
り
、
若
い
者
四
、
五
十
人
に
揃
い
の

ゆ
か
た
を
着
せ
て
大
山
詣
に
く
り
出
し
、
品
川
の
宿
の
入
口

ま
で
来
た
と
こ
ろ
、
身
分
不
相
応
と
召
し
捕
り
の
役
人
が
追

い
か
け
て
来
て
縄
を
か
け
た
、
と
見
え
る
。

解

四
、
五
間
も
あ
ろ
う
か
、
大
き
な
木
太
刀
を
若
い
者
に
か

つ
が
せ
て
、
大
山
詣
に
く
り
出
し
た
者
も
あ
っ
た
と
聞
く
、

の
意
。
上
五
の
改
作
は
お
ら
が
春
執
筆
時
。

太
郎
冠
者
ま
が
ひ
に
通
る
扇
か
な

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
６)

解

扇
を
顔
の
あ
た
り
に
か
ざ
し
て
、
強
い
日
ざ
し
を
さ
け
て

行
く
男
、
そ
れ
を
狂
言
の

｢

太
郎
冠
者
ま
が
ひ｣

と
見
た
て

た
の
で
あ
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

女
な
ら
な
く
衣
紋
を
う
し
ろ
に
ぬ

き
、
ち
よ
こ
ん
と
扇
を
つ
ま
ん
で
気
隙
な
、
厭
味
な
、
そ
の

頃
の
粋
人
風
俗
を
、
一
喝
、
太
郎
冠
者
気
取
り
の
ぶ
ざ
け
た

野
郎
だ
。
さ
う
罵
つ
て

『

げ
え』

と
溜
飲
を
下
げ
る
一
茶
の

憤
慨
さ
が

『

ま
が
ひ』

の
一
語
に
迸
つ
て
ゐ
る｣

｢

此
の
句

は
そ
の

『
ま
が
ひ』

者
に
唾
液
を
引
つ
か
け
る
の
で
あ
る｣

。
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山
詣

四
五
間
の
木
太
刀
を
か
つ
ぐ
袷
か
な

ゝ

(

一
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紫
の
里
近
き
あ
た
り
、
と
あ
る
門
に
、
炭
団
程
な
る
黒
き

巣
鳥
を
と
り
て
、
篭
伏
セ
し
て
有
り
け
る
に
、
其
夜
親
鳥
ら

し
く
、
夜
す
が
ら
其
家
の
上
に
鳴
け
る
哀
さ
に
、

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

七
番
日
記

(

文
化
15
・
６)

、｢

子
に
迷
ふ
闇
の
夜よ
す

終が
ら

大
声

に
な
く
や
烏
の
か
は
い
�
�
と｣
。

注

｢

紫
の
里｣

、
長
野
県
上
高
井
郡
高
山
村
紫
。｢

声
を
烏｣

、

｢

声
を
枯
ら
す｣

に
言
い
掛
け
て
あ
る
。

解

｢

子
を
思
う
親
の
心
は
闇｣

、
捕
え
ら
れ
た
わ
が
子
の
安
否

を
心
配
し
て
、
親
烏
は
声
が
枯
れ
る
ほ
ど
鳴
き
続
け
て
い
る
。

出�

方
言
雑
集

(

が
う
の
鳥)

注

｢

業
の
鳥｣

、
罠
に
か
か
る

｢

業｣

を
背
負
っ
た
鳥
。

解

罠
に
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｢

業｣

を
背
負
っ
た
鳥

が
、
そ
の
罠
の
ま
わ
り
を
巡
っ
て
い
る
、
の
意
。
縄
を
の
が

れ
て
、
故
郷
に
身
を
か
く
す

｢

盗
人｣

を
鳥
に
擬
し
た
の
で

あ
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

業
の
鳥
は
盗
人
の
悪
業
を
行
っ
て

苦
し
む
に
擬
し
、
罠
は
そ
の
故
郷
に
て
報
い
を
受
け
る
因
果

を
寓
し
て
あ
る
。
時
雨
に
罪
の
呵
責
で
あ
る
。
必
ず
落
ち
込

む
罠
の
め
ぐ
り
を
は
な
れ
ず
、
我
れ
に
も
あ
ら
で
廻
る
の
が

悪
業
の
報
い
な
の
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
釈』

に
、｢

こ
こ
で

は

『

業
の
鳥』

は
、
悪
業
を
重
ね
て
来
た
た
め
に
、
そ
の
罪

の
報
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
盗
人
を
意
味
し
、『

罠』

は
、
郷
愁
の
た
め
に
引
き
よ
せ
ら
れ
る
故
郷
で
あ
る
。
そ
の

鳥
を
う
ち
た
た
く

『

む
ら
時
雨』

は
、
懲
罰
そ
の
も
の
と
も

た
と
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
む
ら
時
雨
の
た
め
に
、

前
書
か
ら
は
な
れ
て
も
、
蕭
条
た
る
自
然
を
背
景
と
し
て
、

運
命
の
終
局
に
お
も
む
き
つ
つ
あ
る
小
鳥
の
姿
を
、
あ
わ
れ

に
思
い
や
ら
さ
れ
る｣

。
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子
を
思
ふ
闇
や
か
ハ
ゆ
い
�
�
と

声
を
烏
の
鳴
あ
か
す
ら
ん

一
茶

盗
人
、
お
の
が
古
郷
に
隠
れ
て
縛
れ
し
に

業
の
鳥
罠
を
巡
る
や
む
ら
時
雨

ゝ

(

一
茶)

御
成
り
場
所
に
、
鳥
ど
も
の
餌
蒔
を
し
た
ふ
不
便

(

憫)

さ
に
、

人
昵
き
�
よ
ど
ち
ら
に
箭
が
あ
た
る

ゝ

(

一
茶)
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出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
３)

、
中
七
以
下

｢

鶴
よ
御
役
に

ど
れ
が
立｣

。

注

｢
御
成｣

、
将
軍
出
遊
の
猟
場
。
朝
廷
に
献
上
す
る
た
め
の

鶴
を
獲
る
た
め
に
、
十
一
月
下
旬
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
行

な
わ
れ
た
鷹
狩
り
。
小
松
川
・
亀
有
な
ど
。

解

人
見
知
り
を
せ
ず
、
蒔
餌
に
誘
わ
れ
て
寄
っ
て
来
た
二
羽

の
鶴
、
そ
の
う
ち
ど
の
一
羽
か
に
箭
が
あ
た
る
は
ず
だ
、
の

意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

人
に
欺
か
れ
、
餌
に
瞞
さ
れ
て
、

不
愍
に
も
今
の
や
が
て
射
殺
さ
れ
の
を
知
ら
な
い
で
ゐ
る
。

あ
の
二
羽
の
孰
れ
に
最
初
の
箭
が
あ
た
る
で
あ
ら
う
か｣

｢

運
命
と
は
い
へ
、
二
羽
の
鶴
は
ま
す
�
�
近
寄
る
ば
か
り

で
あ
る｣

。

箭
の
下
に
母
の
乳
を
呑
む
鹿
子
哉

立
志

出�

俳
諧
古
選

注

作
者
・
立
志
の
俳
号
は
第
五
世
ま
で
嗣
号
さ
れ
、
こ
の
句

の
作
者
は
そ
の
何
世
に
当
た
る
か
不
明
。
お
ら
が
春
第
十
五

話
、
こ
の
句
の
あ
と
に
、｢

さ
す
が
の
さ
つ
男
も
髻
切
り
し

ハ
、
か
ゝ
る
お

(

を)

り
に
な
ん
あ
り
け
る｣

と
あ
る
。｢

さ
つ
男｣

、

猟
男
・
狩
人
。｢

髻｣

を
切
る
、
剃
髪
出
家
を
意
味
す
る
。

解

猟
男
の
放
っ
た
箭
が
鹿
に
向
っ
て
飛
ぶ
。
そ
の
鹿
の
腹
下

で
、
何
も
知
ら
な
い
子
鹿
は
乳
房
を
離
れ
な
い
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

草
を
染
め
て
あ
は
れ
母
鹿
は
仆
れ

て
ゐ
る
。
狙
は
れ
た
箭
は
急
所
に
ぐ
さ
つ
と
刺
つ
て
い
る
。

仔
鹿
は
母
の
死
を
知
ら
な
い
。
箭
の
羽
の
時
に
風
に
搖
ら
ぐ

下
で
、
無
心
に
母
の
乳
房
を
求
め
て
吸
ふ
。
母
鹿
は
射
ら
れ

て
す
ぐ
仆
れ
た
の
で
な
く
、
痛
手
を
こ
ら
へ
て
暫
ら
く
遁
れ

て
か
ら
命
を
落
し
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
見
な
い
と

『

乳
を

呑
む』

仔
鹿
が
拵
ら
へ
ご
と
ゝ
な
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、

｢

キ
リ
キ
リ
と
引
き
し
ぼ
ら
れ
た
弓
、
今
や
放
た
れ
ん
と
す

る
箭
の
先
に
、
瞬
間
に
し
て
消
さ
れ
る
命
と
も
知
ら
ず
、
平

和
を
享
受
し
て
い
る
親
鹿
・
子
鹿
の
姿｣

。

九
輪
草
四
五
り
ん
草
で
仕
廻
け
り

一
茶

出�

お
ら
が
春
初
出

注

お
ら
が
春
第
十
六
話
、｢

お
の
れ
住
る
郷
ハ
、
お
く
信
濃
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黒
姫
山
の
だ
ら
だ
ら
下
り
の
小
隅
な
れ
バ
、
雪
は
夏
き
へ

(

え)

て
、

霜
ハ
秋
降
る
物
か
ら
、
橘
の
か
ら
た
ち
と
な
る
の
ミ
な
ら
で
、

万
木
千
草
上
々
国
よ
り
う
つ
し
植
る
に
、
こ
と
�
�
く
変
じ

ざ
る
ハ
な
か
り
け
り｣

と
あ
っ
て
、
こ
の
句
を
添
え
る
。

｢

九
輪
草｣
、
桜
草
の
一
種
。
塔
の
九
輪
に
似
て
、
層
状
に
花

を
つ
け
る
こ
と
か
ら
い
う
。

解

奥
信
濃
の
気
候
は
き
び
し
く
、
九
輪
草
も
十
分
に
咲
き
誇

る
こ
と
が
出
来
ず
、
四
五
輪
草
で
終
っ
て
し
ま
う
、
の
意
。

▼

黒
沢

『

研
究』

に
、｢

斯
う
し
た
信
濃
の
山
に
育
つ
草
花

な
ど
は
、
と
て
も
充
分
な
成
長
は
と
げ
ら
れ
な
い
、
九
重
咲

き
の
花
で
も
成
長
悪
く
、
貧
し
く
斯
く
四
五
輪
で
哀
れ
や
霜

に
枯
れ
て
了
ふ
の
で
し
た｣

。
勝
峯

『

評
釈』
に
、｢

九
輪
草

の
美
し
い
花
の
層
も
、
な
ん
と
こ
ゝ
で
は
貧
弱
な
四
五
輪
で

咲
き
す
く
ん
で
了
ふ
の
で
あ
る
。
あ
は
れ
に
も
見
窄
ら
し
い

花
と
な
る
。
こ
れ
が
我
が
郷
土
相
な
の
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

九
輪
草
と
名
づ
け
ら
れ
て
、
本
来
は
何
段
に

も
咲
き
の
ぼ
る
べ
き
花
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
土
地
で
は
四

五
輪
草
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
、
お
し
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
、

の
意｣

。

出�

お
ら
が
春
初
出

注

梅
翁
宗
因
発
句
集
に
、｢

ほ
と
ゝ
ぎ
す
い
か
に
鬼
神
も
た

し
か
に
聞
け｣

。

解

画
賛
句
で
あ
ろ
う
。
戦
場
の
名
乗
の
俳
諧
化
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

大
の
男
を
手
玉
に
取
つ
て
、
�
む

は
、
投
げ
る
は
の
為
朝
の
武
勇
を
た
ゝ
へ
た
句
で
、
さ
う
し

た
画
の
賛
に
で
も
詠
ん
だ
の
で
あ
ら
う｣

。
川
島

『

新
釈』

に
、｢

ヤ
ア
ヤ
ア
遠
か
ら
ん
者
は
お
と
に
も
聞
け
、
近
く
ば

寄
っ
て
目
に
も
見
よ｣

と
ほ
と
ん
ど
俗
言
化
し
て
い
る
戦
場

の
名
乗
り
を
利
か
せ
た
の
で
あ
る｣

。

鹿
の
子
や
横
に
く
は
へ
し
萩
の
花

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

七
番
日
記

(

文
化
14
・
９)

、｢

鰐
口
ニ

ち
よ
い
と
く
は
へ

し
紅
葉
哉｣

。

解

子
鹿
が
萩
の
小
枝
を
く
わ
え
て
、
ぴ
ょ
ん
と
姿
を
あ
ら
わ
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鎮
西
八
郎
為
朝
、
人
礫
う
つ
所
に

時
鳥
蝿
虫
め
ら
も
よ
つ
く
聞
け

ゝ

(

一
茶)
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し
た
。
七
番
日
記
の
初
案
に
比
し
、
萩
と
鹿
の
と
り
あ
わ
せ

に
よ
っ
て
、
鮮
明
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
実

景
で
は
な
か
ろ
う
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

一
ト

枝
の
萩
が
な
よ
�
�
撓
ひ
つ
ゝ
、

鹿
の
子
の
優
し
い
口
に
し
つ
か
り
と
啣
へ
ら
れ
て
、
そ
の
花

の
紫
に
ち
り
こ
ぼ
る
ゝ
状｣

｢

鹿
の
子
と
萩
の
美
し
い
配
合

に
も
よ
る
が
、
啣
へ
る
萩
が

『

横』

に
そ
の
枝
の
長
さ
を
均

斉
さ
せ
て
を
り
、
又
そ
の

『
横』

が
鹿
の
丈
け
を
額
縁
的
に

よ
き
輪
廓
を
た
も
つ
て
ゐ
る｣
。
川
島

『

新
解』

に
、｢

萩
と

鹿
の
と
り
あ
わ
せ
は
常
套
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
無
邪
気

な
小
鹿
で
あ
り
、
横
に
く
わ
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
写
実
的

で
、
非
常
に
美
し
く
可
憐
な
印
象
を
与
え
る｣
。

出�

七
番
日
記

(

文
化
７
・
４)

▽

七
番
日
記

(

文
化
14
・
３)

、
魚
淵
宛
書
簡

(

文
化
14
・

４
・
３)

に
重
出
。

注

｢

老
翁
岩
に
腰
か
け
て｣

、『

史
記』

の

｢

黄
石
公
が
下
�

の
橋
で
、
長
良
に
兵
法
の
書
を
授
け
た
と
き｣

の
故
事
に
よ

る
。

解

史
記
の
故
事
を
ふ
ま
え
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
音
を
待
ち
こ

が
れ
る
気
持
を
詠
ん
だ
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

画
中
の
人
物
を
し
て
我
れ
と
口
を

開
か
す
る
意
図
が
既
に
痛
快
で
あ
る｣

｢

不
生
出
の
英
雄
と

た
ま
た
ま
啼
く
に
過
ぎ
な
い
時
鳥
を
め
づ
ら
し
む
意
を
対
比

し
た
の
で
あ
る
。
前
書
が
我
れ
と
時
鳥
を
黄
石
公
と
張
良
と

に
あ
て
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
書
を
除
く
と
も
一
句
の

独
立
性
を
失
は
な
い
叙
法
が
画
賛
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
場

合
に
は
無
名
の
風
流
心
あ
る
老
人
が
、
時
鳥
の
鳴
き
出
る
を

待
焦
れ
て
ゐ
た
事
に
な
る｣

。

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
５)

、
上
五

｢

我
薮
の｣

。

解

閑
古
鳥
を
我
家
に

｢

恰
好｣

な
鳥
と
い
い
掛
け
た
。

▼

勝
峯

『
評
釈』

に
、｢

人
並
な
村
住
ゐ
で
あ
る
が
、
幽
静

( 15 )114

老
翁
岩
に
腰
か
け
て
一
軸
を
さ
づ
く
る
図
に

我
汝
を
待
こ
と
久
し
ほ
と
ゝ
ぎ
す

ゝ

(

一
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な
此
の
草
庵
に
あ
れ
ば
、
山
林
に
姿
を
か
く
せ
る
が
如
く
で

あ
る
。
此
の
栖
に
恰
好
な
、
即
ち
相
適
す
る
鳥
の
鳴
く
の
は

甚
だ
う
れ
し
い
。
そ
れ
が
郭
公
で
あ
る｣

。

二
三
遍
人
を
き
よ
く
つ
て
行
蛍

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
１)

、｢

よ
い
程
に
我
を
曲
れ
よ
は

つ
蛍｣

。
同

(

２
・
２
、
閏
４)

、｢

初
蛍
我
を
曲
て
走
り
け

り｣

。

解

｢

二
三
遍
、
手
の
と
ど
き
そ
う
な
と
こ
ろ
で
、
人
を
か
ら

か
う
よ
う
に
し
て
飛
び
去
っ
て
行
く
蛍｣
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

近
寄
つ
て
は
、
す
う
つ
と
遠
の
き
、

遠
の
い
て
は
復
、
ふ
う
わ
り
近
寄
る
蛍
は
、
さ
ァ
、
と
ら
れ

る
も
の
な
ら
捕
つ
て
見
る
が
い
ゝ
、
そ
ん
な
風
に
見
え
る｣

｢

こ
の
年
寄
を
あ
な
ど
つ
て
、
二
遍
も
三
遍
も
は
な
さ
き
へ

来
て
、
と
う
�
�
遠
く
へ
行
つ
て
し
ま
つ
た
わ
い
。
と
云
つ

た
情
景
で
ゞ
も
あ
ら
う
か｣

。

飛
蛍
其
手
ハ
く
ハ
ぬ
く
ハ
ぬ
と
や

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

お
ら
が
春
、
第
七
話
末
尾
部
に

｢

は
つ
蛍
其
手
は
く
い
ぬ

と
び
ぶ
り
や｣

(

前
出)

。
七
番
日
記

(

文
化
７
・
５)

、｢

と

ぶ
蛍
う
は
の
空
呼
し
た
り
け
り｣

。
同

(

10
・
６)

、｢

我
声

が
聞
へ

(

え)

ぬ
か
し
て
行
蛍｣

。
八
番
日
記

(

文
政
２
・
８)

、

｢

皺
声
の
其
手
は
く
は
の
蛍
か
な｣

。

注

｢

其
手｣

、
増
補

『

俚
言
集
覧』

に
、｢

江
戸
の
小
児
、
ほ
ゥ

た
る
こ
ゐ
、
山
路
こ
ゐ
、
あ
ん
ど
の
ひ
か
り
で
ち
ョ
い
と
み

て
こ
ゐ
と
い
ふ｣

。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

一
茶
は
一
向
に
厭
き
る
容
子
も
な

く
、
か
う
し
た
俚
諺
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
が
、
あ
ま
り
た
び

�
�
使
は
れ
て
は
、
第
三
者
の
方
が
う
ん
ざ
り
退
屈
し
て
来

る｣

。

つ
の
国
の
何
を
申
も
枯
木
立

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

注

前
書
に

｢

成
蹊
子
、
こ
ぞ
の
冬
つ
ひ
に
不
言
人
と
成
り
し

と
な
ん
。
鶯
笠
の
も
と
よ
り
、
此
ご
ろ
申
お
こ
せ
し
に｣

と

あ
る
。｢
成
蹊
子｣

、
随
斎
筆
紀
に
、
数
句
を
手
抄
し
、｢

東

( 16 ) 113『おらが春』 所収句全注解 �



都｣

と
記
す
。
原
本
上
白
に
、｢

史
記
李
広
伝
が
賛
ニ

桃
李

不
言
下
自
成
蹊｣

と
記
し
て
あ
る
。｢

鶯
笠｣

、
田
川
氏
。
対

竹
・
鳳
朗
。
そ
の
著

『

芭
蕉
葉
船』

は
一
茶
の
校
。｢

つ
の

国｣
は

｢

何｣

に
か
か
る
枕
詞
。
新
古
今
集
、
巻
六
に

｢

津

の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
芦
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り｣

(

西
行)

。

解

新
古
今
の
西
行
歌
を
ふ
ま
え
、
こ
の
期
に
及
ん
で
何
を
言
っ

て
も
詮
方
な
い
こ
と
、
葉
を
落
し
た
桃
李
に
夏
の
影
を
し
の

ぶ
思
い
だ
、
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

成
蹊
そ
の
人
は
、
枯
木
立
の
如
く

最
早
生
命
を
存
じ
な
い
の
で
あ
る
。
津
の
国
の
何
に
掛
か
る

枕
詞
を
以
て
成
蹊
を
弔
つ
た
句
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

今
更
何
を
言
っ
て
も
夢
と
過
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、

成
蹊
子
の
号
の
由
来
を
成
す
桃
李
も
さ
び
し
い
枯
木
立
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ほ
ど
の
意｣

。

白
笠
を
少
す
こ
し

さ
ま
す
や
木
下
陰

ゝ

(

一
茶)

出�

文
化
十
四
年
七
月
十
四
日
付
、
宛
先
未
詳
の
書
簡

(

一
茶

俤
集
所
収)

。

注

｢

白
笠｣

、
ま
だ
日
に
や
け
て
い
な
い
旅
の
笠
。
新
し
い
桧

笠
。

解

出
立
し
て
間
も
な
い
の
だ
が
、
暑
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
木

陰
で
一
息
入
れ
る
、
の
意
。
笠
の
主
は
作
者
自
身
と
み
た
い
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

ふ
と
下
蔭
に
入
つ
て
そ
の
笠
を
脱

ぐ
。
荷
を
卸
し
た
や
う
な
軽
い
気
持
に
な
る
。
み
ど
り
の
枝

に
か
け
た
笠
の
緒
に
汗
が
染
み
て
ゐ
る
。
緑
蔭
の
憩
ひ
は
笠

の
ほ
と
ぼ
り
を
さ
ま
し
て
、
再
び
か
ぶ
る
天
窓
を
爽
や
か
に

す
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

暑
気
に
あ
え
ぐ
旅
人
が
木
か

げ
に
立
寄
っ
て
、
ま
ず
笠
を
ぬ
ぎ
汗
を
ぬ
ぐ
っ
て
一
息
入
れ

る｣

。

ま
か
り
出
た
る
ハ
此
藪
の
蟇
ニ
て
候

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

▽

八
番
日
記

｢

曲
出
る
は｣

。

注

狂
言

『

餅
酒』

に
、｢

ま
か
り
出
た
る
者
は
、
加
賀
の
国

の
お
百
姓
で
ご
ざ
る｣

。

解

藪
の
片
隅
か
ら
、
の
そ
っ
と
這
い
出
し
た
蟇
、
い
か
に
も

｢

ま
か
り
出
た
る
は｣

と
名
乗
り
顔
で
あ
る
、
の
意
。
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▼

暉
峻

『

名
句
の
鑑
賞』

に
、｢

の
そ
り
の
そ
り
と
藪
か
ら

這
ひ
出
て
く
る
蟇
の
風
貌
は
、
如
何
に
も
こ
の
勿
体
ぶ
つ
た

謠
曲
調
で
適
切
に
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す｣

。
勝
峯

『

評
釈』

に
、｢
尻
声
を
な
が
く
引
い
て
、
�
を
と
ぼ
け
て
ふ
く
ら
ま

せ
る
、
狂
言
の
口
上
の
罷
り
出
た
る
は
、
其
角
の

『

ひ
き
が

へ
る』

(

筆
者
注
、
鶯
に
ま
か
り
出
た
よ
引
蟾)

が
早
く
先

取
権
を
握
つ
て
ゐ
る
。
此
の
蟇
は
其
角
の
や
う
に
鶯
に
誘
は

れ
て
現
は
れ
た
の
で
は
な
く
、
我
が
一
茶
の
前
に
の
そ
り

�
�
這
ひ
出
た
の
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

人
並
に

夕
涼
み
の
莚
に
近
く
這
い
だ
し
て
き
た
蟇
の
面
が
ま
え
は
、

『

こ
れ
は
藪
の
も
と
の
ひ
き
が
え
る
何
世
の
孫
に
て
候』

と

名
の
り
顔
で
あ
る｣

。

雲
を
吐
く
口
つ
き
し
た
り
引
蟇

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

注

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

、｢

霧
に
乗
目
付
し
て
居
る
蟇

か
な｣

。
第
六
話
に
、｢

此
も
の
、
諸
越
の
仙
人
ニ

飛
行
自
在

の
術
を
を
し
へ｣

。

解

蟇
は
何
と
な
く
妖
気
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
い

か
に
も
天
に
向
っ
て
雲
を
吐
か
ん
と
す
る
さ
ま
に
見
え
る
。

▼

暉
峻

『

名
句
の
鑑
賞』

に
、｢

黒
褐
色
で
疣
の
あ
る
無
気

味
な
肢
体
、
そ
の
緩
漫
な
動
作
、
湿
つ
ぽ
く
暗
い
そ
の
居
所
、

何
一
つ
不
気
味
で
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
グ
ロ
テ

ス
ク
な
蟇
が
、
口
を
ぱ
つ
く
り
と
上
向
に
開
け
て
、
喉
を
震

は
し
て
ゐ
る
様
は
、
如
何
に
も
一
茶
の
い
ふ
通
り
、
雲
で
も

吐
き
出
し
さ
う
で
あ
り
ま
す｣

。
勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

俗
に

蟇
口
と
い
ふ
だ
け
あ
つ
て
、
大
き
な
口
を
顎
ま
で
開
い
た
と

し
た
ら
、
一
茶
な
ら
ず
と
も

『

雲
を
吐
く』

感
じ
を
受
け
る

と
思
ふ
。
雲
を
吐
い
た
そ
の
上
に
は
、
呪
印
を
結
び
つ
ゝ
自

雷
也
が
絵
双
紙
の
や
う
に
現
れ
る
、
空
想
に
魅
せ
ら
れ
も
す

る
で
あ
ら
う｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

芝
居
で
は
、
大
が
ま

の
吐
く
妖
気
に
乗
っ
て
自
雷
也
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
が
、

殊
に
草
双
紙
の

『

自
雷
也
豪
傑
物
語』

は
、
場
所
を
信
越
に

取
り
、
発
端
自
雷
也
が
妙
高
山
に
お
い
て
蝦
蟇
の
術
を
授
け

ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
後
に
黒
姫
山
の
大
蛇
丸
の
山
塞
を
攻

め
る
な
ど
、
す
べ
て
柏
原
辺
か
ら
指
呼
の
題
材
を
求
め
て
い

る｣
｢

こ
の
句
の
発
想
の
う
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、『

雲
を
吐
く
口
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つ
き』

に
は
、
ど
っ
し
り
と
か
ま
え
こ
ん
だ
大
が
ま
の
風
格

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る｣

。

赤
い
葉
の
栄
燿
ニ
ち
る
や
夏
木
立

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

七
番
日
記

(
文
化
７
・
８)

、｢

折
ふ
し
や
栄
よ
う
ニ
見
へ

て
ち
る
わ
か
葉｣

。

注

｢

赤
い
葉｣

、
病
葉
。
わ
く
ら
ば
。｢

栄
燿｣

、
誇
ら
し
い
さ

ま
、
を
い
う
。

解

森
森
た
る
青
葉
の
梢
か
ら
、
病
葉
が
一
枚
陽
光
に
照
さ
れ
、

輝
き
を
も
っ
て
落
下
す
る
。
そ
れ
は
栄
燿
が
ま
し
く
散
ら
す

の
だ
、
と
見
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

滴
た
る
緑
に
か
ゞ
や
く
夏
木
の
或

る
も
の
が
、
葉
を
赤
く
染
め
る
の
は
病
的
現
象
で
あ
る
。
俳

諧
で
は
病
葉

(

わ
く
ら
ば)

と
云
つ
て
季
語
と
す
る
が
、
一

茶
は
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
赤
い
葉
を
そ
の
木
の
性
格
に
も

と
づ
け
て
、
栄
燿
が
ま
し
い
誇
り
に
散
ら
す
の
だ
と
逆
説
し

て
、
栄
燿
を
ほ
か
の
木
へ
の
見
栄
と
解
す
る
こ
と
を
望
む
の

で
あ
る｣

。

稲
妻
や
一
切
ヅ
ヽ
に
世
が
直
る

一
茶

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

、
座
五

｢

世
が
な
ふ

(

ほ)

り｣

。

注

｢

世
が
直
る｣

、
勝
峯

『

評
釈』

、
川
島

『

新
解』

な
ど
、

豊
作
、
そ
れ
に
よ
っ
て
米
価
の
さ
が
る
意
に
解
す
る
が
、
こ

こ
は
世
の
中
の
ゆ
き
づ
ま
っ
た
制
度
や
、
乱
れ
た
風
紀
な
ど

を
整
え
る
意
に
解
し
た
い
。

解

稲
妻
の
一
閃
ご
と
に
、
そ
れ
を
受
け
乱
れ
た
世
相
が
整
っ

て
ゆ
く
、
の
意
。
一
茶
の
時
代
や
社
会
に
対
す
る
批
判
精
神

を
見
の
が
せ
な
い
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢『

世
が
直
る』

は
、(

略)

米
価
が

安
く
な
る
こ
と
及
び
そ
れ
を
望
む
世
間
の
声
で
あ
る｣

。
川

島

『

新
解』

に
、｢

対
外
関
係
に
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
時
代

に
は
、
米
価
が
景
気
を
左
右
す
る
こ
と
は
現
代
以
上
で
あ
っ

た
ろ
う
が
、
特
に
生
産
と
直
結
す
る
農
民
が
、
実
り
の
時
期

に
お
け
る
天
象
へ
の
関
心
の
深
さ
は
、
今
も
昔
も
変
り
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
稲
妻
の
一
閃
々
々
に
、
美
事
に
花
を
持
っ

た
稲
田
を
前
に
し
て
い
る
農
民
た
ち
が
、
期
待
に
胸
を
ふ
く
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ら
ま
せ
て
い
る
様
を
思
い
や
ら
さ
れ
る
。

石
川
ハ
ぐ
ハ
ら
り
稲
妻
さ
ら
り
哉

ゝ

(

一
茶)

出�

梅
塵
本
八
番
日
記

(

文
政
２)

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

、
中
七
以
下

｢

桑
原
稲
妻
さ

か
り
哉｣

。

解

｢

く
ハ
ら
り｣

｢
さ
ら
り｣

の
い
わ
ば
言
語
遊
戯
と
解
し
た

い
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

天
気
が
晴
れ
る
の

『

く
わ
ら
り』

で
あ
る
。
漢
字
の
闊
然
を
そ
の
訳
語
に
あ
て
ゝ
い
ゝ
。
稲
妻

の
瞬
間
的
な
閃
き
の

『

さ
ら
り』

で
、
水
涸
れ
の
川
原
が
照

さ
れ
て
、
す
ぐ
闇
に
窄
ん
で
了
ふ
。
磊
々
た
る
石
だ
け
が
印

象
に
入
る
夜
景
で
あ
る
。『

く
わ
ら
り』

は
石
の
や
う
な
堅

さ
で
ひ
ゞ
き
、『

さ
ら
り』

は
卒
気
な
く
弱
い
語
調
で
あ
る
。

稲
妻
に
迫
力
は
な
い
が
、
石
川
の
白
い
全
貌
が
瞼
に
灼
け
つ

く
や
う
な
描
写
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

水
筋
が
細

く
通
っ
て
い
る
ば
か
り
で
、
広
い
河
原
一
面
、
小
石
が
白
々

と
乾
い
た
肌
を
さ
ら
し
て
い
る
。
そ
の
河
原
が
サ
ッ
と
稲
妻

に
照
し
出
さ
れ
る
刹
那
の
か�

ら�

り�

と
し
た
荒
涼
感
。
く
わ
ら

り
・
さ
ら
り
と
い
う
言
葉
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
断
続
す
る

稲
妻
と
、
明
滅
す
る
河
原
の
け
し
き
が
交
互
に
め
ま
ぐ
る
し

く
展
開
さ
れ
て
い
る｣

。

夕
雰
や
馬
の
覚
へ

(

え)

し
橋
の
穴

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

注

｢

馬
の
覚
へ

(

え)

し
、
俚
言
集
覧
に
、｢

韓
非
子
云
、
管
仲
従
�

桓
公
�
伐
�孤
竹
�
春
往
冬
還
、
迷
惑
失
�道
、
管
仲
曰
老
馬

之
智
可
�用
也
。
乃
放
�老
馬
�而
随
�之
遂
得
�道
。
又
朗
詠

の
詩
に
、
雪
牛
放
�馬
朝
尋
�跡
、
歌
に
、
夕
さ
れ
ば
道
も
見

え
ね
ど
ふ
る
さ
と
は
も
と
き
し
駒
に
ま
か
せ
て
ぞ
行｣

。

解

韓
非
子
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
広
い
意
味
で
の
漢
文
俳
訳
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

曳
く
か
乗
る
か
し
て
こ
の
橋
は
通
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
句
外
に
残
さ
れ
た
馬
の
持
主
は
そ
の
時
、

あ
ぶ
な
い
と
膽
を
冷
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
る
。
此
の
馬
だ
け

が
記
憶
し
て
ゐ
る
。
は
い
、
ど
う
、
行
け
の
進
号
を
か
け
て

も
、
霧
の
中
に
ぴ
た
り
と
止
つ
て
動
か
な
い
。(

略)

馬
の

勘
の
よ
さ
、
知
覚
の
た
し
か
さ
に
危
險
を
未
然
に
防
い
だ
の

で
あ
る｣
。
川
島

『

新
解』

に
、｢

あ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
、
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馬
は
用
心
深
そ
う
に
前
足
の
ひ
ず
め
を
立
て
て
、
穴
の
あ
る

個
所
を
上
手
に
よ
け
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
俗
に

『

馬
の
物

お
ほ
え
た
よ
う
だ』

と
い
わ
れ
る
く
ら
い
、
馬
は
知
覚
の
た

し
か
な
動
物
で
あ
る｣

。
萩
原

『

新
釈』

に
、｢

橋
の
穴
と
い

う
の
は
、
木
橋
が
古
く
な
る
と
、
橋
板
に
穴
が
あ
く
。(

略)

馬
は
い
つ
も
そ
の
橋
を
通
り
な
れ
て
い
る
の
で
、
ど
の
辺
に

穴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
好
く
覚
え
て
い
て
、
夕
霧
の
か
か
っ

て
い
る
中
に
も
、
誤
を
せ
ず
歩
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
加
藤

『

秀
句』

に
、｢

夕
霧
の
中
家
路
を
た
ど
っ
て
い
る
野
良
帰
り

の
馬
で
あ
ろ
う
。
毎
日
渡
る
橋
を
覚
え
て
、
教
え
ら
れ
な
い

で
も
よ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。『

夕
霧』
が
秋
の
灯
の
点
々

と
滲
む
視
界
を
生
か
し
て
い
る
が
、『

橋
の
穴』

に
対
し
て

少
し
理
詰
め
の
動
き
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
難
で
あ
る｣

。

秋
風
ニ
歩
て
逃
る
蛍
か
な

ゝ

(

一
茶)

出�

七
番
日
記

(

文
化
10
・
８)

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

に
も
。
中
七
は

｢

歩
行
て
逃

る｣

と
表
記
。

解

秋
風
吹
く
季
節
、
生
き
残
っ
た
蛍
だ
が
、
低
い
気
温
に
飛

ぶ
こ
と
も
出
来
ず
、
の
意
。｢

考｣

参
照
。

▼

川
島

『

新
釈』

に
、｢

昼
間
の
蛍
で
あ
る
。
夏
の
夜
の
景

物
で
あ
る
蛍
を
、
昼
間
、
然
も
秋
風
の
中
に
見
出
し
て
居
る

こ
と
が
既
に
珍
し
く
、
傷
し
い
感
じ
を
伴
ふ
。
首
筋
の
赤
い

黒
い
小
さ
な
蛍
が
、
何
物
か
に
追
は
れ
る
や
う
に
、
そ
れ
も

飛
ぶ
性
質
を
持
つ
蛍
が
足
早
に
歩
い
て
逃
げ
て
行
く
姿
は
、

い
か
に
も
秋
風
の
す
さ
ま
じ
さ
を
思
は
せ
る｣

。
暉
峻

『

名

句
の
鑑
賞』

に
、｢

蛍
は
夏
の
景
物
で
あ
り
、
し
か
も
夜
光

り
な
が
ら
飛
ぶ
様
を
見
て
こ
そ
美
し
く
楽
し
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。
が
、
夏
も
過
ぎ
て
衰
へ
た
蛍
が
、
秋
風
の
吹
く
明
る

い
真
昼
、
追
は
れ
る
や
う
に
草
葉
の
蔭
を
這
う
て
ゐ
る
様
は
、

哀
に
も
い
た
ま
し
い
姿
で
あ
り
ま
す
。(

略)

秋
風
の
中
に

見
出
し
た
著
想
も
珍
し
く
、
又

『

歩
い
て
逃
る』

と
い
ふ
中

七
字
の
写
生
も
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
ま
す｣

。

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢(

略)

そ
れ
で
も
土
に
吹
き
落
さ
れ
ず
、

葉
か
ら
葉
へ
の
光
り
の
点
滅
を
一
茶
は
歩
く
と
見
た
の
で
あ

る
。
光
り
の
線
を
引
い
て
飛
べ
ば
こ
そ
、
逃
げ
る
と
も
云
へ

る
け
れ
ど
、
こ
ん
な
の
ろ
�
�
芋
虫
の
や
う
な
歩
き
振
り
で

は
逃
げ
る
と
は
形
容
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
歩
い
て
逃
げ
る
と
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見
立
た
の
が
残
る
蛍
の
特
徴
を
押
へ
て
ゐ
る｣

。
川
島

『

新

解』

に
、｢

そ
の
手
は
く
わ
ぬ
く
わ
ぬ
と
、
夏
の
夜
空
の
景

物
で
あ
っ
た
蛍
も
、
秋
風
に
お
と
ろ
え
て
飛
ぶ
力
も
な
く
、

畳
の
へ
り
な
ど
を
、
も
ぞ
も
ぞ
と
這
っ
て
い
く
あ
わ
れ
さ
。

こ
れ
は
昼
間
の
蛍
で
あ
る｣

。
丸
山

『

一
茶』

に
、｢

こ
れ
も

桂
好
亭
に
病
臥
中
の
作
で
あ
る
。(

略)

前
筋
の
赤
い
小
さ

な
蛍
が
、
風
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
逃
げ
て
行
く
姿
は
、
あ
わ

れ
で
あ
る
。『

歩
い
て
逃
る』

に
、
気
力
も
萎
え
た
蛍
の
生

態
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
身
動
き
も
で
き

ぬ
病
床
に
臥
し
て
い
た
一
茶
の
境
涯
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ

の
句
に
対
す
る
と
、
一
層
哀
愁
の
感
が
深
く
、
秋
風
も
一
種

凄
愴
の
色
を
帯
び
て
く
る
。
も
は
や
、
秋
の
蛍
へ
の
哀
憐
を

詠
ん
だ
だ
け
の
句
で
は
な
い｣

。

考

帰
住
早
々
の
文
化
十
年
六
月
十
八
日
、
善
光
寺
の
門
人
・

上
原
文
路

(

桂
好
亭)

で
悪
性
の
腫
物
を
病
み
七
十
五
日
の

病
臥
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。『

志
多
良』

に
は
、｢

桂
好
亭
に

わ
づ
ら
ふ
こ
と
七
十
五
日
に
し
て
、
九
月
五
日
と
い
ふ
に
、

�
に
す
が
り
て
、
霜
が
れ
の
虫
の
這
ふ
や
う
に
、
二
足
三
脚

歩
き
て
は
一
息
つ
き
、
四
足
七
脚
運
び
て
は
臑
を
さ
す
り｣

と
記
し
、｢

か
な
釘
の
や
う
な
手
足
を
秋
の
風｣

を
添
え
て

い
る
。

一
茶
は
眼
前
の
飛
ぶ
こ
と
も
出
来
ず
に
、
這
ば
か
り
の
蛍

に
、
衰
残
の
自
身
の
境
涯
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
季
語
の

｢

秋
風｣

、
北
信
濃
の
秋
風
が
持
つ
冷
た
く
さ
び
し
い
風
情
が
、

一
句
の
統
一
原
理
と
し
て
よ
く
働
い
て
い
る
。

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

▽

梅
塵
本
八
番
日
記

(

文
政
２)

、
中
七

｢

風
除
に
す
る｣

。

注

｢

二
番
休｣

、
野
良
仕
事
な
ど
で
、
終
業
直
前
に
と
る
午
後

二
度
め
の
小
休
息
。

解

稲
刈
の
時
期
、
二
番
休
み
に
野
良
に
伴
い
蒿
葛
籠
に
寝
か

せ
て
お
い
た
乳
幼
児
に
授
乳
す
る
農
婦
の
姿
。
一
茶
は
そ
こ

に
、
人
間
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
見
て
ほ
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。

｢
横
乗
の
馬
の
つ
ゞ
く
や
夕
雲
雀｣

｢

は
つ
爪
を
引
と
ら
ま
へ

て
寝
た
子
哉｣

｢

蚤
の
迹
か
ぞ
へ
な
が
ら
に
添
乳
哉｣

な
ど

と
併
せ
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

家
を
か
ら
に
し
て
野
良
で
は
た
ら

く
家
族
的
団
欒
を
安
山
子
の
周
辺
に
展
開
さ
せ
、
母
の
乳
を

慕
ふ
子
を
せ
め
て
荒
い
野
良
の
風
に
あ
て
さ
せ
な
い
こ
ゝ
ろ

遣
ひ
で
あ
る
。
そ
の
案
山
子
の
か
げ
で
、
昼
休
み
の
ひ
と
時

を
飽
き
る
ま
で
乳
を
吸
は
せ
る
情
景
を
案
じ
て
、
風
除
け
の

効
果
を
大
写
し
た
句
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

早
朝

か
ら
働
く
耕
作
者
は
昼
飯
も
早
い
の
で
、
こ
れ
は
昼
休
み
の

次
の
午
後
の
小
休
み
で
あ
ろ
う
。
親
も
子
も
そ
れ
を
待
ち
か

ね
て
、
い
そ
い
で
乳
房
を
ふ
く
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
出
来
秋

の
野
風
も
赤
子
の
肌
に
は
荒
過
ぎ
る
の
で
、
か
か
し
を
風
よ

け
に
し
て
田
の
畔
に
座
ど
る
な
ど
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な

田
園
風
景
で
あ
る
が
、
一
茶
の
あ
た
じ
け
な
さ
は
、
一
度
つ

か
ま
え
た
題
材
な
り
着
想
な
り
に
執
し
て
、
蒸
し
返
し
す
る

の
で
、
結
果
と
し
て
は
い
ず
れ
も
鑑
賞
を
鈍
く
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る｣

。

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
６
、
７)

・
だ
ん
袋

解

道
中
を
と
も
に
し
て
い
た
人
物
と
は
ぐ
れ
、｢

一
人
通
る｣

と
、
道
辺
の
壁
に
書
き
つ
け
て
先
を
急
い
だ
、
の
意
。
座
五

｢

秋
の
暮｣

に
、
先
を
急
ぐ
気
持
と
、
不
安
で
さ
び
し
い
気

持
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

う
し
ろ
か
ら
跟
い
て
き
た
筈
の
道

連
れ
が
、
ど
こ
で
紛
れ
た
や
ら
、
振
り
向
い
て
も
見
え
な
い
。

さ
つ
き
か
ら
大
分
待
ち
く
た
び
れ
て
ゐ
る
。
先
へ
行
く
気
づ

か
い
は
な
い
。(

略)

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
い
つ
ま
で
も
ぼ

ん
や
り
佇
つ
て
ゐ
た
つ
て
詰
ら
な
い
。
よ
し
、
此
の
家
の
壁

を
ち
よ
つ
と
借
用
し
て
書
い
て
お
か
う｣

。
川
島

『

新
解』

に

｢

行
脚
の
折
に
、
連
れ
と
共
に
物
詣
で
な
ど
し
て
い
る
う

ち
に
、
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
予
定
し
て
あ
っ
た
と
こ

ろ
へ
先
行
す
る
と
て
、
目
に
つ
き
や
す
い
道
ば
た
の
土
塀
な

ど
を
告
知
板
代
り
と
し
て
、
連
れ
に
書
き
残
し
て
行
っ
た
と

い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る｣

。

考

文
政
二
年
六
月
、
湯
田
中
・
浅
野
・
毛
野
な
ど
を
巡
廻
、

日
記
に
は
他
郷
七
日
、
在
庵
二
十
三
日
と
記
し
て
い
る
。
同

年
七
月
も
湯
田
中
・
東
出
・
赤
川
・
二
倉
な
ど
を
廻
り
、
日

記
に
は
在
庵
二
十
七
日
、
他
家
二
日
と
記
し
て
い
る
。
い
ず
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れ
も
近
隣
、
道
連
れ
を
た
よ
る
ほ
ど
の
旅
で
は
な
く
、
こ
の

句
は
過
去
の
行
脚
中
の
出
来
事
を
回
想
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
。

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
８)

、
中
七

｢

申
程
し
て

(

く)｣

。

注

八
番
日
記
、｢

七
晴

小
雨
夜
晴

墓
詣｣

。
川
島

『

新
解』

矢
羽
岩
波
文
庫
の
注
に
、｢

さ
と
女
没
後
一
七
日
目｣

と
注

す
る
が
、
こ
れ
は

｢

七
日
盆｣

で
、
こ
の
日
墓
掃
除
を
し
、

盆
を
迎
え
る
準
備
を
す
る
の
で
あ
る
。
十
七
日
目
に
墓
詣
を

す
る
意
味
も
慣
習
も
な
い
。
な
お
、
一
茶
一
族
の
墓

(
本
家
・

弥
市
家
の
所
有)

は
、
明
専
寺
裏
手
の
小
丸
山
に
あ
る
。
た

だ
し
、
さ
と
女
は
そ
の
傍
に
埋
葬
。

解

ち
ょ
っ
と
合
掌
・
念
仏
申
す
間
、
墓
前
の
薄
を
折
り
伏
せ
、

そ
の
上
に
ひ
ざ
を
つ
き
、
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

草
の
花
咲
く
丘
の
小
高
み
、
泣
き

�
�
さ
と
女
を
葬
つ
た
土
の
肌
が
赤
く
、
そ
れ
か
ら
半
月
ば

か
り
立
つ
た
け
ふ
、
誰
れ
の
忌
日
に
あ
た
る
訳
で
は
な
い
が
、

盆
時
に
行
ふ
世
間
並
の
墓
参
り
で
あ
る
。
穂
を
拔
く
芒
が
墓

の
ぐ
る
り
に
は
び
こ
つ
て
ゐ
る
。
手
で
押
し
分
け
、
薙
ぎ
伏

せ
て
、
そ
の
上
に
膝
を
屈
め
て
、
先
霊
へ
の
廻
向
の
た
め
に
、

敬
虔
に
唱
へ
る
念
仏
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

忌
日

で
は
な
か
っ
た
が
、
盂
蘭
盆
も
近
付
い
た
の
で
、
心
ゆ
か
せ

に
墓
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
念
仏
申
す
あ
い
だ
だ
け
墓
の
か

た
わ
ら
の
薄
を
折
り
伏
せ
て
、
そ
の
上
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
の

で
あ
る｣

。

木
啄
の
や
め
て
聞
か
よ
夕
木
魚

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

、
上
五

｢

木
啄
も｣

。

解

木
啄
の
木
を
つ
つ
く
音
が
や
ん
だ
。
木
啄
も
日
没
勤
行
の

木
魚
の
音
に
、
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
の
意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

鋭
い
く
ち
ば
し
で
樹
肌
を
つ
ゝ
く

音
が
、
堅
い
板
を
叩
く
や
う
に
聞
え
る
。
そ
の
啄
木
鳥
の
く

ち
ば
し
の
音
か
ぱ
つ
り
止
ん
だ
。(

略)
『

て
ら
つ
ゝ
き
の
名

が
あ
る
伝
説
の
鳥
も
、
仏
法
興
隆
の
今
は
夕
勤
め
の
木
魚
の
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鳴
る
間
は
、
く
ち
ば
し
を
休
め
て
ぢ
つ
と
信
仰
的
に
聞
き
入

つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
違
ひ
な
い
意
を

『

か

よ』

の
語
に
託
し
て
ゐ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

ぽ
く
ぽ

く
と
夕
方
の
お
つ
と
め
の
木
魚
の
音
が
聞
え
て
い
る
。
気
が

つ
く
と
、
先
刻
ま
で
コ
ツ
コ
ツ
と
木
の
幹
を
物
色
し
て
い
た

ら
し
い
啄
木
鳥
の
気
配
が
止
ん
で
い
る
の
で
、『

ホ
ウ
あ
れ

も
聞
い
て
い
る
の
か』
と
、
実
は
作
者
自
身
が
夕
ぐ
れ
の
静

け
さ
の
中
に
、
し
ん
み
り
と
木
魚
の
音
に
聞
き
入
っ
て
い
る

気
持
で
あ
る
。
物
部
守
屋
の
怨
霊
が
こ
の
鳥
と
化
し
て
、
寺

の
軒
を
つ
つ
き
こ
わ
し
た
と
い
う
伝
説
の
鳥
で
あ
る
が
、
仏

法
興
隆
の
今

(

略)

と
い
う
よ
う
な
解
釈
は
行
き
過
ぎ
で
あ

る｣

。

木
つ
ゝ
き
が
目
利
し
て
居
る
庵
哉

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

、
上
五
・
中
七

｢

木
啄
の
目

利
し
て
見
る｣

。

注

｢

目
利｣

、
鑑
定
・
値
ぶ
み
、
の
意
。

解

木
啄
が
古
び
た
わ
が
家
の
蔀
板
を
値
ぶ
み
で
も
す
る
よ
う

に
、
し
き
り
に
つ
つ
く
、
の
意
。
八
番
日
記
、
文
政
二
年
正

月
の
条
に
も

｢

鴬
の
目
利
し
て
な
く
わ
が
家
哉｣

が
見
え
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

尺
取
虫
ま
で
が
侮
つ
て
目
利
し
た

ほ
そ
柱
で
支
え
た
草
案
で
あ
る
。
啄
木
鳥
が
こ
れ
で
も
安
心

し
て
住
つ
て
を
れ
る
か
と
危
が
つ
て
、
そ
の
安
全
性
を
試
み

る
た
め
、
あ
ゝ
し
て
や
つ
て
来
て
は
こ
つ
�
�
敲
い
て
見
る

の
で
あ
る
。(

略)

此
の
啄
木
鳥
は
あ
な
が
ち
直
接
に
柱
を

た
ゝ
か
ず
と
も
、
近
く
の
木
々
を
つ
ゝ
き
廻
つ
て
ゐ
る
く
ち

ば
し
の
音
を
聞
い
て
、
皮
肉
な
自
嘲
句
と
な
つ
た
の
だ
と
解

さ
れ
も
す
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

木
つ
つ
き
が
稀
に
我

が
家
の
柱
な
ど
を
コ
ツ
コ
ツ
と
や
っ
て
い
る
の
を
、
家
の
古

び
か
げ
ん
・
価
値
な
ど
を
鑑
定
し
て
い
る
と
言
っ
た
の
で

『

虫
に
迄
尺
と
ら
れ
け
り』

と
同
列
の
皮
肉
な
ユ
ー
モ
ア
で

あ
る｣

。

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

。

注

｢

経
堂｣
、
寺
院
な
ど
で
、
一
切
経
を
納
め
る
小
堂
。
経
堂
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に
は
多
く
傳ふ

大
師
と
普
建
・
普
成
二
子
の
像
を
安
置
す
る
。

こ
の
う
ち
、
普
建
の
像
は
、
笑
い
な
が
ら
指
さ
す
形
を
し
て

い
る
こ
と
か
ら

｢

笑
い
ぼ
と
け｣

と
称
さ
れ
る
。

解

に
こ
や
か
に
笑
み
を
湛
え
な
が
ら
指
さ
す

｢

笑
い
ぼ
と
け｣

。

あ
れ
は
屁
ひ
り
虫
の
屁
を
指
さ
し
て
の
こ
と
だ
、
の
意
。
勝

峯

『

評
釈』

は

｢
蚤
と
ぶ
や
笑
ひ
仏
の
御
口
へ｣

(

文
化
九)

、

｢

稲
妻
に
げ
ら
�
�
笑
ひ
仏
哉｣

(

文
化
一
三)

、｢

あ
れ
花
が

�
�
と
笑
ひ
仏
哉｣

(
文
政
三)

な
ど
を
あ
げ
る
が
、
こ
の

｢

笑
ひ
仏｣

は
、
笑
い
ざ
か
り
の
幼
児
。
同
趣
と
し
て
あ
げ

る
な
ら
、｢

ね
は
ん
像
銭
見
て
お
は
す
顔
も
有

(

七
番
日
記
、

文
化
12
・
１)

、｢

寝
て
お
は
し
て
も
仏
ぞ
よ
花
が
降
る｣

(

八
番
日
記
、
文
政
２
・
１)
｢

小
う
る
さ
い
花
が
咲
迚
寝
釈

迦
か
な｣

(

前
出)

な
ど
が
妥
当
で
あ
る
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢(

略)

普
建
の
指
を
あ
げ
る
方
向
を

見
る
と
、
一
疋
の
屁
ひ
り
む
し
が
嗅
い
や
つ
を
落
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
誰
が
や
つ
た
ん
だ
と
怪
し
み
、
そ
の
屁
の
正
体

が
知
れ
た
の
で
、
手
を
拍
つ
て
囃
さ
ん
ば
か
り
に
あ
ゝ
し
て

笑
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
笑
ひ
仏
を
詠
む
た
め
、
警
拔
に
も

屁
ひ
り
む
し
を
案
じ
て
、
そ
こ
に
滑
稽
を
求
め
た
の
で
、
必

ず
し
も
経
堂
に
屁
ひ
り
む
し
が
存
在
し
た
と
見
ず
と
も
よ
い
。

一
茶
の
空
想
を
弄
し
た
作
と
解
さ
れ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢(

略)

二
子
の
う
ち
指
さ
す
か
っ
こ
う
を
し
て
い
る
方

が
普
建
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
事
も
あ
ろ
う
に
虫
の
屁
と
は
飄

逸
で
あ
る
。
花
と
銭
な
ど
の
よ
う
な
皮
肉
や
嫌
味
が
な
く
、

明
る
く
快
い
笑
い
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る｣

。

得
手
も
の
ゝ
片
足
立
や
小
田
の
雁

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
８)

。

▽

梅
塵
本
・
八
番
日
記

(

文
政
２)

、
中
七

｢

片
足
立
よ｣

。

解

い
か
に
も
得
意
げ
に
、
小
田
の
雁
は
片
足
立
ち
を
し
て
い

る
こ
と
だ
、
の
意
。｢

片
足
立
し
て
見
せ
る
也
杭
の
雁｣

(

八

番
日
記
、
文
政
２
・
９)

が
初
案
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

水
を
落
し
た
田
へ
、
雁
が
下
り
て

凝
然
と
し
て
佇
立
し
て
ゐ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

鶴
や

鷺
の
片
足
立
は
絵
に
も
よ
く
描
か
れ
る
が
、
雁
は
一
茶
の
観

察
で
あ
る
。
片
足
立
で
ジ
ッ
と
し
て
い
る
田
の
雁
の
均
衡
を

保
っ
た
姿
勢
。
但
し
、
鶴
や
鷺
よ
り
も
幾
分
あ
ぶ
な
か
し
く
、

ス
マ
ー
ト
で
な
い
す
が
た
が
、『

得
手
も
の』

す
な
わ
ち
得
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意
に
な
っ
て
見
せ
び
ら
か
し
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
に
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る｣

。

山
寺
や
椽
の
上
な
る
鹿
の
声

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

。

▽

八
番
日
記
、
中
七
以
下

｢

縁
の
上
つ

(

な)

る
し

[

か]

の
声｣

。

梅
塵
本
八
番
日
記

(
文
政
２)

、｢

縁
の
上
な
る
し
か
の
声｣

。

解

山
寺
の
ぬ
れ
椽
に
と
び
乗
っ
た
鹿
だ
が
、
牝
を
呼
ぶ
の
か

一
声
あ
げ
た
、
の
意
。
実
景
で
は
な
か
ろ
う
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

怯
惰
な
性
格
の
鹿
は
警
戒
心
が
強

く
て
、
容
易
に
人
の
棲
む
と
こ
ろ
へ
は
姿
を
見
せ
な
い
。
そ

の
鹿
で
す
ら
山
寺
に
は
恐
れ
も
怖
び
え
も
せ
ず
に
や
つ
て
来

て
、
ぬ
れ
椽
の
上
に
ひ
よ
ん
と
跳
ね
上
つ
て
、
こ
ゝ
に
ゐ
る

ぞ
と
知
ら
せ
る
や
う
に
啼
く
。
牝
を
慕
つ
て
呼
ん
で
見
た
の

で
あ
ら
う｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

こ
れ
は
無
住
寺
で
あ
ろ

う
か
。
も
っ
と
も
、
そ
の
時
期
に
な
る
と
、
人
な
じ
ま
な
い

猫
な
ど
も
人
を
恐
れ
ず
な
る
の
で
、
こ
の
鹿
も
牝
を
追
っ
て

迷
い
こ
ん
で
来
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
一
向
に
感
動
の
な
い

句
で
あ
る｣

。

下
手
笛
に
よ
つ
く
き
け
と
や
し
か[

の]

声

ゝ

(

一
茶)

出�

お
ら
が
春
初
出
。

▽

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

、
座
五

｢

鹿
の
な
く｣

。
七
番

日
記

(

文
化
15
・
９)

、｢

鹿
笛｣

と
前
書
し
て
、｢

山
小
屋

や
笛
と
し
り
つ
ゝ
鹿
の
声｣

。

解

鹿
寄
せ
の
笛
の
音
の
向
う
か
ら
、｢

よ
つ
く
き
け｣

と
言

わ
ん
ば
か
り
に
、
鹿
が
高
ら
か
に
一
声
あ
げ
て
み
せ
た
、
の

意
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

啼
い
て
も
姿
を
見
せ
な
い
鹿
で
あ

る
。
そ
ん
な
笛
に
は
瞞
さ
れ
な
い
ぞ
も
つ
と
此
地
声
を
覚
え

て
器
用
に
つ
く
る
が
よ
い
。
と
、
鹿
の
方
か
ら
か
ら
か
つ
て
ゞ

で
も
ゐ
る
や
う
な
高
声
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

鹿

笛
を
吹
い
て
も
一
向
に
寄
っ
て
来
ず
、
あ
ら
ぬ
方
向
に
真
物

の
鹿
が
鳴
い
て
い
る
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、『

そ
ん
な
下
手

笛
に
だ
ま
さ
れ
る
も
の
か
イ

、
ソ
レ
よ
く
聞
け
よ
、
鹿
の
音

は
こ
う
い
う
も
の
だ』

と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。『

き
け
と
や』

は
聞
け
と
い
う
の
か
、
の
意
で
あ

る
。『
よ
つ
く
き
け』

は
皮
肉
満
点
で
あ
る
が
、
し
か
も
、
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こ
の
中
七
の
た
め
に
、
哀
切
極
ま
る
振
り
し
ぼ
る
よ
う
な
鹿

の
音
が
聞
え
て
く
る｣

。

茸
狩
の
か
ら
手
で
も
ど
る
騒
か
な

ゝ

(

一
茶)

出�

八
番
日
記

(

文
政
２
・
９)

。

注

｢

茸
狩｣

、
キ
ノ
コ
取
り
。

解

遊
山
の

｢

き
の
こ
狩
り｣

。
何
人
か
集
っ
て
、
気
負
い
こ

ん
で
出
か
け
た
の
だ
っ
た
が
、
あ
い
に
く
こ
の
日
の
収
穫
は

ゼ
ロ
。
楽
し
さ
だ
け
を
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

▼

勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

一
日
か
ゝ
つ
て
、
山
を
さ
が
し
廻

つ
て
、
此
の
体
た
ら
く
で
は
面
目
な
さ
に
萎
れ
き
つ
て
戻
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
ん
と
あ
の
騒
ぎ
つ
た
ら
、
見
ら
れ

た
図
で
は
な
い
。(

略)

此
の
て
あ
い
は

『

茸
を
ば
付
た
り

に
し
て
さ
は
ぎ
行』

の
出
掛
か
ら
、
騒
い
で
行
つ
た
が
、
果

し
て
み
ん
な
手
振
ら
で
、
往
き
に
も
ま
し
て
騒
々
し
い
下
山

振
り
で
あ
る｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

楽
し
い
期
待
を
か
け

て
出
か
け
て
行
っ
た
茸
狩
が
全
く
の
不
作
で
、
人
々
が
空
手

で
も
ど
っ
て
く
る
照
れ
く
さ
さ
に
、
が
や
が
や
と
騒
ぎ
な
が

ら
山
を
下
っ
て
く
る
さ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
黙
々
と
せ
し
め

て
い
く
山
人
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
行
楽
的
な
茸
狩
気
分
で

あ
る
。
木
の
間
が
く
れ
に
赤
い
も
の
を
ひ
ら
つ
か
せ
る
女
も

交
っ
て
い
る
都
人
士
の
一
行
を
思
わ
せ
る｣

。

出�

お
ら
が
春
初
出
。

注

八
番
日
記

(

文
政
２
・
７)

に
、｢(

二
十)

四
晴

墓
詣｣

と
あ
る
。
二
十
四
日
は
、
さ
と
女

(

六
月
二
十
一
日
夭
折)

の
三
十
五
日
前
日
に
当
る
。
浄
土
真
宗
門
徒
は
初
七
日
、
三

十
五
日
に
法
要
を
営
む
が
、
幼
児
の
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
営

み
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
文
政
版
一
茶
発
句
集
に
は
、
中
七

｢

む
し
り
残
り
の｣

と
あ
る
。

解

愛
媛
さ
と
の
三
十
五
日
の
前
日
。
墓
前
に
合
掌
し
て
、
顔

を
あ
げ
る
と
、
目
の
前
に
赤
い
花
。
生
前
あ
の
子
が
好
ん
で

手
を
の
ば
し
た
花
だ
、
の
意
。
眼
前
の
赤
い
花
が
、
さ
ら
に

夭
折
し
た
愛
媛
へ
の
思
い
を
深
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

▼

川
島

『

新
釈』

に
、｢

一
茶
は
子
供
を
愛
す
る
た
め
に
い

か
な
る
讃
辞
も
惜
ん
で
居
な
い
。
老
後
の
情
熱
を
一
途
に
子
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供
の
上
に
注
ぎ
込
ん
で
居
る
や
う
に
思
は
れ
る
、(

略)

折

板
さ
ら
�
�
と
秋
風
の
吹
く
頃
で
、
墓
の
あ
た
り
に
は
真
紅

な
蔓
珠
沙
華
か
何
か
咲
い
て
居
る
。
死
ん
だ
子
が
よ
く
目
を

つ
け
て
む
し
り
た
が
っ
た
花
で
、
そ
の
度
毒
草
の
故
を
以
つ

て
小
言
を
言
つ
た
こ
と
な
ど
を
想
起
し
た
と
想
像
し
て
見
る

と
、
一
層
堪
ら
な
い
作
者
の
啜
泣
を
聞
く
や
う
な
気
が
す
る｣

。

黒
沢

『

研
究』

に
、｢
可
憐
な
句
で
す
。
幼
児
と
赤
い
花

の
印
象
だ
け
で
も
そ
の
切
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す｣

。

勝
峯

『

名
句
評
釈』

に
、｢
見
る
物
聞
く
物
が
皆
悲
し
い
思

ひ
出
の
種
で
あ
る
。『

秋
風』

は
只
季
節
を
示
す
だ
け
の
為

に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
赤
い
花
が
、
そ
の
秋
風
に
吹
か

れ
搖
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
、
何
か
無
し
は
か
な
く
死
ん
だ
我
が

子
の
運
命
、
我
が
子
の
姿
の
様
に
思
は
れ
も
す
る
。『

赤
い

花』

と
し
て
特
定
の
名
称
に
し
な
か
つ
た
の
も
よ
い
。
特
定

の
花
に
す
る
と
具
体
的
に
な
つ
て
印
象
が
は
つ
き
り
す
る
か

は
り
に
余
り
に
限
定
に
な
り
過
ぎ
て
、
そ
の
花
の
方
へ
感
情

の
移
入
が
行
き
す
ぎ
る
。
子
供
に
は
萩
も
、
桔
梗
も
、
撫
子

花
も
な
い
。
只
花
が
在
る
だ
け
だ｣

。
暉
峻

『

名
句
の
鑑
賞』

に
、｢

さ
ら
で
だ
に
物
悲
し
い
秋
の
風
吹
く
こ
の
頃
、
物
皆

思
ひ
出
の
種
と
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
中
で
特
に
、

生
前
さ
と
女
が
む
し
り
た
が
つ
た
赤
い
花
が
、
さ
と
女
の
は

か
な
い
運
命
を
象
徴
す
る
も
の
の
如
く
、
秋
の
風
に
ゆ
れ
動

い
て
ゐ
る
。
赤
い
花
と
は
恐
ら
く
、
秋
の
野
に
咲
く
深
紅
の

曼
珠
沙
華
な
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
け
れ
ど
も
幼
児
の
欲
望
を

そ
そ
る
の
は
、
只
に
そ
の
赤
い
色
を
も
つ
て
な
の
で
す
。
一

茶
が
花
の
名
を
言
は
ず
、
漠
然
と
印
象
的
に

『

赤
い
花』

と

言
つ
た
用
意
の
周
到
さ
を
味
ふ
べ
き
で
す｣

。
勝
峯

『

評
釈』

に
、｢

今
は
草
葉
の
か
げ
に
埋
ま
つ
て
い
く
ら
こ
ん
な
に
赤

い
花
が
あ
つ
て
も
、
あ
ん
な
に
�
つ
て
は
喜
ん
だ
顔
が
見
ら

れ
な
い
。
せ
め
て
、
も
う
少
し
、
秋
ま
で
い
の
ち
を
延
ば
し

て
や
り
た
か
つ
た
。
此
の
赤
い
の
、
白
い
の
、
い
ろ
�
�
な

花
を
思
ひ
残
り
な
く
、
む
し
ら
せ
る
た
め
に
も｣

。
川
島

『

新
解』

に
、｢

今
、
墓
に
来
て
見
れ
ば
、
そ
の
子
の
よ
ろ
こ

び
そ
う
な
赤
い
花
、
曼
珠
沙
華
か
仙
翁
花
の
よ
う
な
赤
い
花

が
つ
ん
つ
ん
と
咲
き
出
し
て
い
る
。
あ
あ
生
き
て
い
た
ら
…

こ
の
句
に
は
悲
し
み
も
嘆
き
も
言
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ

け
に
人
の
胸
を
打
つ
真
実
が
あ
る｣

。
加
藤

『

秀
句』

に
、

｢

こ
れ
は
よ
く
こ
ん
な
風
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
墓
前
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に
手
向
け
と
し
て
赤
い
花
を
挿
し
て
や
っ
た
。
こ
れ
は
亡
き

子
の
生
前
し
き
り
に
む
し
り
た
が
っ
た
が
、
と
め
て
む
し
ら

せ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
今
そ
の
花
に
秋
風
が
そ
よ
い
で
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
と
、
人
情
に
訴
え
る
こ
と
な
か

な
か
哀
切
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
罠
が
あ
る
。

こ
れ
は

『

む
し
り
た
が
り
し』

と
い
う
生
の
ま
ま
の
人
情
へ

溺
没
す
る
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
れ
が
把
握
に
際
し
て

燃
焼
し
、
き
ら
め
く
時
間
を
経
て
こ
な
い
と
救
わ
れ
な
い
と

思
う｣

。
丸
山

『

一
茶』

に
、｢
秋
風
の
中
を
赤
い
花
が
揺
れ

て
い
る
。
死
ん
だ
子
が
よ
く
目
を
つ
け
て
、
む
し
り
た
が
っ

た
花
だ
。
そ
の
赤
さ
が
目
に
痛
く
、
一
茶
の
嗚
咽
を
誘
う
の

で
あ
る｣

。
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