
明
治
二
十
九
年
の
虚
子
(
I
I
)

―

『

五

官

句

』

評

釈

と

研

究

―

山
門
も
伽
藍
も
花
の
雲
の
上

初
出
は
､

｢
日
本
人
｣

(明
治
二
十
九
年
五
月
五
日
)
0

｢春
季
雑
詠
｣
と
題
し
て
左
の
ご
と
-
見
え
る
｡

流
れ
出
る
柳
の
下
の
温
泉
垢
か
な

虚

子

梅
見
え
て
菜
の
花
の
中
に
村

一
つ

頂
か
-
ひ
し
夢
や
渚
の
臆
月

子
尼
寺
の
桑
摘
何
ん
ぞ
喧
し
さ

名
所
か
な
春
の
曙
笠
を
着
て
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花
に
豆
腐
味
噌
買
ふ
こ
と
を
忘
れ
男

山
門
も
伽
藍
も
花
の
雲
の
上

面
白
い
話
の
中
へ
春
の
月

宮
嶋

深
帝
に
春
日
通
り
て
魚
も
な
し

十
七
日
帰
京

菜
の
花
の
関
所
を
越
え
て
帰
り
け
り

以
上
十
句
の
七
旬
日
に
置
か
れ
て
い
る
｡

な
お
'
｢春
季
維
詠
｣
は
虚
子
の
十
句
の
前
に
'
郭
公
の

｢春
の
夜
や
花
を
解
し
て
美
女
遊
ぶ
｣
な
ど
二
句
'
秋
竹
の

｢
百
数
の
大
宮
普

請
春
の
風
｣
な
ど
三
句
'
軟
石
の

｢端
然
と
恋
を
し
て
居
る
雛
か
な
｣
な
ど
三
句
'
霜
月
の

｢阿
迦
桶
や
橋
の
中
の
桃

1
枝
｣
な
ど
三
句
､

花
里
の

｢大
寺
の
し
ん
-

と
し
て
浬
柴
像
｣
な
ど
三
句
が
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
て
い
る
｡

虚
子
は
'
同
号
に

｢故
人
五
百
題
夏
の
句
｣
も
寄
稿
し
て
い
る
｡

掲
出
句
に
お
い
て
'
異
同
は
み
え
な
い
｡
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こ
の
年
二
月
'
虚
子
は
､
長
兄
病
気
の
た
め
松
山
に
帰
郷
し
て
い
る
｡
｢春
季
椎
詠
｣
最
後
か
ら
二
旬
日
'

｢宮
嶋
｣
と
あ
る
の
は
､
三

月
に
軟
石
の
第
五
高
等
学
校
へ
の
赴
任
を
送
り
つ
つ
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
最
後

｢十
七
日
帰
京
｣
と
あ
る
の
は
四
月
十
七
日
｡
｢
虚
子

研
究
年
表
｣
に
は
'
｢松
山
よ
り
帰
京
｡
4
月
｣
と
あ
る
が
､
そ
れ
に
日
付
を
加
え
う
る
｡

掲
出
句
は
'
松
山
に
帰
郷
中
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'
そ
れ
は
確
認
で
き
な
い
｡

*

｢山
門
｣
は
'
寺
院
正
面
に
つ
く
ら
れ
た
楼
門
｡
寺
院
は
多
く
山
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
､
こ
の
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
た
ら
し
い
｡

｢伽
藍
｣
は
､
僧
が
集
ま
っ
て
仏
道
を
修
行
す
る
清
浄
閑
静
な
所
.
寺
の
建
物
の
総
称
｡
焚
語

Sam
gh
aram
a
(僧
伽
藍
摩
)
の
略
｡

じ･ItIどう

伽
藍
を
七
堂
伽
藍
と
解
釈
す
る
と
､
普
通
七
堂
と
は
'
塔

･
金
堂

･
講
堂

･
鐘
楼

･
経
蔵

･
僧
房

･
食
堂
を
指
す
か
ら
'
山
門
と
は
重
複

し
な
い
｡
た
だ
禅
宗
に
お
い
て
は
､
法
堂

･
仏
殿

･
山
門

･
僧
堂

･
庫
院

･
西
浄

･
浴
室
を
言
う
の
で
､
山
門
と
重
複
す
る
｡
普
通
の
語
感

で
も
'
伽
藍
は
山
門
を
含
む
よ
う
に
思
う
｡

し
か
し
'
あ
え
て
'
｢山
門
も
｣
と
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
の
寺
が
山
の
上
に
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
､
そ
し
て
山
門
を
手
前
に
'
山
の

上
に
ち
ら
ぼ
っ
て
い
る
建
物
の
ひ
ろ
が
り
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
芭
蕉
に

｢奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜
｣
が
あ
る
｡
こ
の
句
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
｡

季
語
は
'
｢花
の
雲
｣
｡
桜
の
花
の
一
面
に
咲
き
連
な
っ
て
い
る
さ
ま
を
雲
に
見
た
て
た
表
現
で
あ
る
｡

古
い
用
例
と
し
て
は
､
『千
五
百
番
歌
合
』
に
'
｢花
の
雲
間
｣
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
が
'
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み
ね
し
ら
む
木
末
の
空
に
か
げ
落
て
花
の
雲
ま
に
有
明
の
月

藤
原

忠
良

が
あ
る
O
こ
の
歌
は
'
『
風
雅
和
歌
集
』
に
も
収
録
さ
れ
る
が
､
勅
撰
集
に
は
こ
の
用
例
し
か
見
え
ず
､
歌
語
と
し
て

1
股
的

で
あ
る
と
は

言
え
ま
い
｡
た
だ
'
雲
に
桜
を
重
ね
る
和
歌
に
は

面
影
に
花
の
姿
を
さ
き
だ
て
て
い
く
へ
越
え
き
ぬ
峯
の
白
雲

藤
原

俊
成

『薪
勅
撰
和
歌
集
』

な
ど
の
用
例
が
見
ら
れ
た
｡

謡
曲
に
お
い
て
は
､
｢吉
野
天
人
｣
の
冒
頭

●
･
く
も
ぢ

お
く

ヮ
キ
虻
臥

｢
花
の
雲
路
を
し
る
べ
に
て
｡
-

｡

吉
野
の
奥
を
尋
ね
ん
｡

そ
し
て
'
そ
の
結
末
'

ワ
+

LJ
ー
う

い
･K
Iや
･{′
ヽ
ん

･

ふ

右
-さ

み

上

｢

不
思
議
や
虚

空

に

音
楽
聞
え
｡
異

香

乗

じ

て
花

降

れ
り
｡
地
｢
こ
れ

治

ま

れ
る
御

代

と
か
や
｡
上
歌
｢
云
ひ
も
あ

へ
ね
ば
雲
の
上
｡
/
＼
｡

ぴ
は
こと
わ
ご
んし
や
う
ひちり
さ
し
や
う
tlIか
つ
こ

は
るかぜ

を
と
め

た
は

琶

琶

琴

和

琴

笠

箪

築

｡

鉦

鼓

掲

鼓

や
糸
竹
の
｡
声
澄
み
渡
る

春

風

の

｡
天
つ

少

女

の
羽
柚
を
返
し
O
花
に

戯

む

れ
舞
ふ
と
か
や
.
中
ノ
舞

地

与
と
め

い-
た
ぴ

な

い
は
は

I)す
･d

う
へ

｢
少

女

は

幾

度

君

が
代
を
｡
/
＼
｡
撫

で
し

巌

も

つ
き
せ
ぬ
や
｡
春
の
花

の
｡

梢

に

舞
ひ
遊
び
｡
飛
び
上
り
飛
び
下
る
｡
げ
に
も

上

な

き

め
t,み

あ
ま

ぢ
ふ

と
'J

君
の

悪

｡

治
ま
る
国
の

天

つ

風
｡
雲

の
通
ひ
路

吹

き
閉
づ
る
や
｡
少
女
の
姿
｡
留

ま

る
春
の
｡
霞
も
た
な
び
く
三
吉
野
の
｡
山
桜
う
つ
ろ
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●
●

く▲も

ふ
と
見
え
L
が
｡
又
咲
く
花
の
｡
雲
に

乗
り
｡
-
し
て
行
く
へ
も
知
ら
ず
ぞ
｡
な
り
に
け
る
｡

に
見
え
る
｡
｢第
六
天
｣
に
は

･
･
し
ら
く
･P

つ
き
上
み

･J?

く

の
ど

か

上
歌
｢桜
の
宮
の
花
盛
｡
〈

｡
花
の

白

雲

立
ち
迷
ひ
空
さ
へ
匂
ふ

月

読

の

｡
洩

り
来

る
影
も

長

閑

に
て
｡
知
る
も
知
ら
ぬ
も
道
の
べ
の
｡

はる
ひとし
は

行
き
か
ふ
柚
の
花
の
香
に

春

1
人

の

気
色
か
な
春

一
し
は
の
景
色
か
な
｡

と
見
え
る
｡
ま
た
､
｢葵
上
｣
に
は

で
う

み
や
す
ど
こ
ろ

与
ん
り
や
う

う
ん
し
や
う

･

･
え
ん

(前
略
)
こ
れ
は
六

候

の

御

息

所

の

怨

霊

な

り
｡
わ
れ
世
に
在
り
し
い
に
L
へ
は
｡
雲

上

の

花

の

宴

｡

と
見
え
る
｡
謡
曲
の
中
で
は
､
｢花
の
雲
｣
は
た
し
か
な

一
語
と
し
て
'
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
'
｢吉
野
天
人
｣
の

｢又
咲

-
花
の
｡
雲
に
乗
り
｡｣
は
一
例
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
'
｢吉
野
天
人
｣
の

｢花
の
雲
路
｣､
｢第
六
天
｣
の

｢花
の
白
雲
｣

も
類
す
る
表
現
で
あ
る
.
｢吉
野
天
人
｣
は

｢雲
｣
と

｢花
｣
を
近
接
し
て
用
い
て
い
る
が
､
遠
方
か
ら
見
た
桜
と
雲
の
み
ま
が
う
効
果
を

ね
ら
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
ま
た

｢英
上
｣
の

｢雲
上
の
花
の
宴
｣
の

｢雲
上
｣
は

｢宮
中
｣
の
意
で
あ
る
が
'
右
の
よ
う
な
効
果
も
考

え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
｡

謡
曲
か
ら
､
掲
出
句
へ
の
直
接
な
影
響
は
な
い
と
思
う
が
､
｢吉
野
天
人
｣
の

｢花
｣
と

｢雲
｣
が
'
現
世
に
浄
土
の
風
景
を
現
出
し
て

い
る
あ
た
り
は
､
こ
の
句
の
背
景
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
｡
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浜
中
柑
児
氏
は

『虚
子
五
百
句
鑑
賞
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

三
尊
来
迎
と
い
っ
て
'
極
楽
浄
土
か
ら
'
阿
弥
陀
如
来
が
観
音
'
勢
至
二
菩
薩
を
従
へ
て
､
死
者
を
迎
へ
に
来
る
と
い
ほ
れ
て
ゐ
る
が
'

そ
の
時
の
乗
物
は
紫
雲
で
あ
っ
て
､
｢笠
歌
造
カ
ニ
聞
ユ
孤
雲
ノ
上
'
聖
衆
来
り
迎
フ
落
日
ノ
前
｣
と
い
ふ
詩
の
句
は
其
の
様
子
を
詠
じ

た
も
の
で
あ
る
｡
私
は
此
の
俳
句
を

一
読
し
て
､
直
ぐ
そ
ん
な
三
尊
来
迎
の
感
じ
を
起
し
た
｡

七
重
八
重
に
建
て
ら
れ
た
七
堂
伽
藍
の
中
の
諸
仏
が
､
淡
紅
の
雲
に
乗
っ
て
､
欣
求
浄
土
の
人
々
を
招
い
て
ゐ
る
姿
で
あ
る
｡
此
の
世

な
が
ら
の
浄
土
の
姿
で
あ
る
｡

謡
曲

｢吉
野
天
人
｣
の

｢花
｣
と

｢雲
｣
の
す
ぐ
近
-
に
'
こ
の
鑑
賞
は
あ
る
｡

近
世
俳
譜
の
世
界
に
か
い
て

｢花
の
雲
｣
は
'
用
い
ら
れ
て
ゆ
く
｡

い
つはり

『俳
譜
頬
船
集
』
に
は
'
｢偽
｣
の
付
合
語
と
し
て
見
え
て
い
る
.
雲
に
見
え
て
'
実
は
花
､
(あ
る
い
は
逆
も
)
と
い
う
こ
と
で
､
付
合

語
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'
真
に
生
き
て
用
い
ら
れ
る
に
は
'
芭
蕉
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

芭
蕉
に
は
､
こ
の
語
を
用
い
た
句
が
四
句
あ
る
｡

観
音
の
宝
見
や
り
つ
花
の
雲

貞
享
三
年

｢真
珠
懐
紙
｣

草
庵

花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

点
字
四
年

r続
虚
栗
J

蝶
鳥
の
う
は
つ
き
た
つ
や
花
の
要

点
掌
年
中

Fや
ど
り
の
松
｣

鶴
の
毛
の
黒
さ
衣
や
花
の
雲

元
禄
六
年

F句
選
拾
通
し
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1
旬
日
'
二
旬
日
は
寺
と
の
取
合
に
よ
っ
て
で
き
て
い
て
'
本
句
へ
の
大
き
な
影
響
が
考
え
ら
れ
る
O.
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
.
ま

た
'
｢鶴
の
毛
｣
の
句
は
'
｢僧
専
吟
領
別
之
詞
｣
に
付
さ
れ
て
い
た
｡
僧
の
墨
染
の
衣
を
鶴
の
毛
に
誓
え
'
そ
の
俗
を
離
れ
さ
っ
た
心
境
を

讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
れ
も
釈
教
の
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
芭
蕉
四
句
中
の
三
句
が
､
釈
教
の
句
で
あ
る
｡

薫
門
の
句
に
お
い
て
も

普
化
去
り
ぬ
匂
ひ
残
り
て
花
の
雲

麓
ま
で
米
貰
は
ば
や
花
の
雲

会
下
僧
の
旅
立
つ
跡
や
花
の
雲

嵐

雪

r類
相
子
』

丈

草

F薦
獅
子
集
｣

北
枝

｢元
禄
十
年
日
記
｣

な
ど
の
句
が
見
ら
れ
る
｡

こ

･b

モ
･o

｢普
化
｣
と
は

｢普
化
宗
｣
の
僧
の
こ
と
.
p尺
八
を
吹
い
て
托
鉢
す
る
虚

無

僧

で

あ
る
｡
普
化
宗
と
は
唐
の
普
化
禅
師
が
開
い
た
宗
旨
を

鎌
倉
時
代
に
法
燈
国
師
が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
僧
の
匂
い
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

二
旬
日
の
作
者
'
丈
草
は
､
貞
享
五
年
'
二
十
七
歳
に
し
て
遁
世
'
僧
籍
に
あ
っ
た
､
自
ら
の
行
乞
の
句
と
読
ん
で
い
い
だ
ろ
う
｡

｢会
下
僧
｣
は
'

一
寺
を
持
た
ず
､
師
の
も
と
で
学
ん
で
い
る
僧
で
あ
る
｡

｢花
の
雲
｣
と
は
釈
教
と
取
り
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
れ
は
'
先
に
見
た
謡
曲
に
お
い
て
､
浄
土

を
連
想
さ
せ
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡
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掲
出
句
の
叙
法
の
特
徴
と
し
て
､
｢山
門
も
伽
藍
も
｣
と

｢
も
｣
を
重
ね
て
い
る
形
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
効
果
に
つ
い
て

は
､
す
で
に
浜
中
柑
児
氏
が

『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

山
門
も
伽
藍
も
と

｢と
｣
(
｢も
｣
の
誤
植
か

小
揮
注
)
を
畳
ん
で
ゐ
る
の
は
他
の
多
-
の
建
築
美
と
威
容
と
を
恩
は
せ
て
ゐ
る
こ
と
は
い

ふ
迄
も
な
い
が
､
尚
そ
の
下
に
花
の
雲
の
と

｢
の
｣
を
重
ね
て
受
け
止
め
た
調
べ
か
ら
来
る
感
じ
も
此
の
句
の
内
容
を
引
き
立
て
～
ゐ
る

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
｡

｢も
｣
と

｢
の
｣
の
繰
り
か
え
し
に
よ
る
効
果
は
指
摘
の
通
り
で
あ
る
.
そ
の
調
べ
は
'
犀
風
絵
な
ど
に
措
か
れ
て
い
る
雲
を
連
想
さ
せ

る
｡
な
お
'
本
句
の
絵
画
性
に
つ
い
て
は
､
清
崎
敏
郎
氏
の

｢
1
寸
絵
巻
物
み
た
い
で
す
ね
｡｣
と
い
う
発
言
が
あ
る
.
(
｢研
究
座
談
会
｣
(≡

〇
九
)
｢玉
藻
｣
昭
和
五
十
四
年

一
月
号
)

こ
の

｢
も
｣
を
重
ね
る
形
は
'

掲
出
句
に
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
､
『年
代
別
虚
子
俳
句
全
集
』
の
同
年
明
治
二
十
九
年
を
調
べ
る
と
次

の
四
句
を
見
出
せ
る
｡

温
泉
の
宿
や
表
も
裏
も
桃
の
花

宮
島

回
廊
も
鳥
居
も
春
の
潮
か
な

山
寺
や
庭
も
畑
も
梅
の
花

古
寺
や
縁
も
厩
も
落
椿
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句
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
の
に
好
適
な
る
叙
法
と
し
て
'
こ
の
時
期
虚
子
が
愛
用
し
て
い
た
｡
こ
の
四
句
と
比
較
す
る
と
掲
出
句
の
美
質

が
明
ら
か
と
な
る
｡
こ
の
四
句
に
お
い
て
並
記
さ
れ
て
い
る
二
語
は
'
｢表

･
裏
｣
｢
回
廊

･
鳥
居
｣
｢庭

･
畑
｣
｢縁

･
痢
｣
と
､
同
じ
重
さ

の
釣
り
合

っ
た
こ
と
ば
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
｢山
門

･
伽
藍
｣
は
違
う
｡
山
門
は
伽
藍
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
語
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､

そ
れ
が
､
右
の
四
句
の
よ
う
な
平
板
さ
か
ら
掲
出
句
を
救
っ
て
'
深
い
奥
行
を
与
え
て
い
る
の
だ
っ
た
｡
ま
た
'
右
の
四
句
は
､
近
景
の
句

で
あ
り
､
掲
出
句
の
み
が
'
遠
景
の
句
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
繰
り
か
え
し
に
よ
っ
て
遠
景
を
詠
お
う
と
す
る
点
で
は
､
先
に
引
用
し
た
｡

花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

芭

蕉

の

｢
か
｣
の
繰
り
か
え
し
が
響
い
て
い
る
｡
右
の
句
は

『芭
蕉
翁
全
伝
』
に
お
い
て
は

し
か
る
に
花
の
名
だ
か
き
は
'
先
初
花
を
急
ぐ
な
る
'
近
衛
ど
の
ゝ
糸
桜
'
見
わ
た
せ
ば
柳
さ
く
ら
を
こ
き
ま
ぜ
て
'
み
や
こ
は
春

の
に
し
き
散
乱
た
り
｡

と
い
う
前
書
を
付
し
て
い
る
｡
謡
曲

｢西
行
桜
｣
の
一
節
で
あ
る
｡
シ
テ
､
老
桜
の
精
の
洛
中
洛
外
の
花
の
名
所
尽
し
を
､
江
戸
に
ま
で
ひ

ろ
げ
た
と
こ
ろ
に
'
こ
の
句
の
俳
意
が
あ
っ
た
｡

こ
の
句
と
対
に
な
っ
て
い
る
の
が
'
先
に
掲
げ
た
次
の
句
で
あ
る
｡

83



観
音
の
費
見
や
り
つ
花
の
雲

観
音
は
浅
草
観
音
'
深
川
か
ら
眺
め
た
浅
草
寺
の
宝
で
あ
る
｡
こ
の
句
に
も
'
謡
曲

｢西
行
桜
｣
か
ら
の
引
用
に
よ
る
前
書
が
あ
る
｡

毘
沙
門
堂
の
花
盛
'
四
王
天
の
栄
花
も
是
に
は
い
か
で
ま
さ
る
べ
き
｡
う
へ
な
る
黒
谷

･
下
河
原
｡
む
か
し
遍
昭
僧
正
の
う
き
世
を

い
と
ひ
し
花
頂
山
'
鷲
の
深
山
の
花
の
色
'
枯
に
し
つ
る
の
林
ま
で
お
も
ひ
し
ら
れ
て
哀
な
り
｡

先
の
句
の
前
書
に
よ
る
引
用
の
あ
と
'
す
こ
し
略
し
た
の
ち
､
引
用
を
続
け
て
い
る
｡
『末
若
葉
』
は
'
こ
の
二
句
を

｢
一
聯
二
句
の
格
也
｡

句
ヲ
呼
テ
句
と
す
｣
と
し
て
い
る
｡
｢鐘
は
上
野
か
｣
は
聴
覚
に
よ
っ
て

｢観
音
の
い
ら
か
｣
は
視
覚
に
よ
っ
て

｢花
の
雲
｣
を
把
え
て
い

る
.
こ
の
対
称
的
な
把
え
方
に
よ
っ
て
1
聯
と
呼
び
う
る
も
の
と
し
て
い
る
.

そ
し
て
､
こ
の
両
句
が
､
掲
出
句
に
影
響
を
与
え
て
い
る
｡
｢鐘
は
上
野
か
｣
の
句
は
'
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
繰
り
か
え
し
の
調
子
に

お
け
る
影
響
で
あ
る
｡
｢観
音
の
い
ら
か
｣
の
句
は
､
寺
院
の
建
造
物
の
一
部
を
花
の
雲
に
点
じ
て
い
る
構
成
に
お
い
て
'
ま
さ
に
掲
出
句

の
先
縦
と
な
る
べ
き
作
品
で
あ
っ
た
｡

芭
蕉
の
こ
の
二
句
に
つ
い
て
'
虚
子
が
評
釈
を
加
え
て
い
る
｡

観
音
の
い
ら
か
見
や
り
つ
花
の
雲

芭

薫

花
の
雲
と
い
ふ
言
葉
が
現
し
て
を
る
や
う
に
'

一
面
に
咲
き
満
ち
て
を
る
桜
は
'
恰
も
雲
が
棚
曳
い
て
を
る
や
う
で
あ
る
｡
そ
の
上
に

観
音
の
御
堂
は
精
々
反
っ
た
糞
を
載
せ
て
聾
え
て
を
る
.
花
の
雲
の
中
に
そ
の
宝
を
見
た
と
い
ふ
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ
る
.
た
ゞ
見
た

と
い
ふ
だ
け
で
な
-
つ
て
'
そ
の
萱
に
目
を
止
め
て
じ
っ
と
見
た
と
い
ふ
心
も
ち
が
'
｢見
や
り
つ
｣
と
い
ふ
言
葉
の
中
に
出
て
を
る
｡
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同
時
に
そ
の
観
音
の
萱
が
花
の
雲
の
中
に
は
っ
き
り
七
㌧
目
に
映
る
や
う
に
な
る
.
芭
蕉
の
句
の
力
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.

(中
略
)

草
庵

花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

芭

蕉

芭
蕉
が
そ
の
草
庵
に
閉
ぢ
篭
っ
て
を
る
と
鐘
の
音
が
聞
え
る
､
遠
-
に
花
の
雲
が
棚
曳
い
て
を
つ
て
空
包
と
し
た
春
の
日
で
あ
る
.
あ

の
鐘
は
上
野
の
寺
で
鳴
ら
す
鐘
か
浅
草
の
寺
で
鳴
ら
す
鐘
か
と
疑
ひ
を
抱
い
た
の
で
あ
る
､
か
り
に
疑
ひ
を
置
き
は
し
た
も
の
の
､
上
野

で
あ
ら
う
が
浅
草
で
あ
ら
う
が
強
ひ
て
聞
き
さ
だ
め
よ
う
と
は
恩
は
な
い
､
た
ゞ
霞
の
深
い
花
の
雲
の
処
々
に
棚
曳
い
て
を
る
大
江
戸
の

一
隅
に
あ
っ
て
'
上
野
か
浅
草
か
ど
こ
か
知
ら
ぬ
が
鐘
の
音
が
響
い
て
来
る
､
と
い
ふ
其
時
の
だ
洋
た
る
感
じ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡

｢評
搾

芭
蕉
八
十

一
句
｣
(
F芭
蕉
し
昭
二
六
年
中
央
公
論
社
刊
所
収
)

芭
蕉
の
句
八
十

1
句
中
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
､
虚
子
に
と
っ
て
愛
着
の
あ
っ
た
句
な
の
だ
ろ
う
.
.た
だ
そ
の
愛
着
が
､
い
つ
ご
ろ
か
ら

生
ま
れ
た
の
か
'
現
在
で
は
確
か
め
る
方
法
が
な
い
｡

た
だ
し
'
こ
の
時
点
に
お
い
て
､
虚
子
は
､
芭
蕉
の
全
作
品
を
見
て
い
る
O
｢朝
貌
日
記
｣
(
F年
代
順
虚
子
俳
句
全
集

第
1
空

所
ef)
に
次
の

ご
と
き
記
述
が
あ
る
｡

八
月
二
十
五
日
｡

(明
治
二
十
八
年
-
小
汚
注
)
朝
貌
美
し
-
咲
け
り
｡
机
を
庭
に
向
け
て
一
葉
集
を
播
-
0
(後
略
)

一
葉
集
は

『俳
語

一
葉
集
』
'
文
政
十
年
刊
の
芭
蕉
全
集
で
あ
る
｡
明
治
二
十
五
年
に
復
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
､
こ
ち
ら
を
見
た
可
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能
性
も
あ
る
｡

｢観
音
の
｣
の
句
に
お
け
る
虚
子
の
評
釈
は
､
｢見
や
り
つ
｣
と
い
う
こ
と
ば
に

｢た
ゞ
見
た
と
い
ふ
だ
け
で
な
-
つ
て
'
そ
の
宝
に
目

を
止
め
て
じ
っ
と
見
た
｣
と
い
う
微
妙
な
心
持
を
と
ら
え
て
い
る
｡
掲
出
句
に
は
'
｢見
や
り
つ
｣
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
な
が
ら
も
'

｢山
門
も
伽
藍
も
｣
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
'
単
な
る

｢見
る
｣
で
は
な
い

｢見
や
り
つ
｣
の
心
持
を
感
じ
さ
せ
る

一
句
と
な
っ
て
い
る
｡

な
お
'
｢鐘
は
上
野
か
｣
の
句
は
'
正
岡
子
規
の

｢芭
蕉
雑
談
｣
(新
聞
｢日
本
｣
(明
二
六
･
二

二

三
～
二
七
･
T
二
三
)
に
お
い
て
'

◎
◎
◎
◎
◎

其

外
格
調
の新
奇
なる
者
に
は

芭
摘
ん
で
貧
な
る
女
機
に
よ
る

梅
若
菜
鞠
子
の
宿
の
と
ろ
～

汁

奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
樫

花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

関
守
の
宿
を
水
鶏
に
と
ふ
も
の
を

昼
顔
に
昼
寝
せ
う
も
の
床
の
山

隠
れ
家
や
月
と
菊
と
に
田
三
反

送
ら
れ
つ
送
り
つ
は
て
は
木
曽
の
秋

蛤
の
ふ
た
見
に
分
れ
行
-
秋
ぞ

さ
れ
ば
こ
そ
あ
れ
た
き
ま
ゝ

の
霜
の
宿

か
く
れ
け
り
師
走
の
海
の
か
い
つ
ぶ
り
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格
調
に
於
て
芭
蕉
の
変
化
せ
る
此
の
如
し
｡
さ
れ
ば
後
世
に
至
り
て
蕪
村
､
暁
台
､

一
茶
等
が
少
し
く
新
調
を
詠
み
出
で
し
外
は
竃
も

芭
蕉
の
範
囲
外
に
出
づ
る
者
あ
ら
ざ
り
き
.
(傍
点
の
み
小
汚
)

の
ご
と
く
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
子
規
が
評
価
す
る

一
句
で
あ
っ
た
｡

ま
た
､
子
規
の
引
用
の
こ
の
句
の
前
に
'
｢伽
藍
｣
語
釈
の
際
に
触
れ
た

奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
樺

が
置
か
れ
て
い
る
O
桜
と
七
堂
伽
藍
と
の
配
合
は
'
先
の

｢観
音
の
い
ら
か
｣
と
同
様
に
'
掲
出
句
の
先
躍
と
な
る
.
そ
し
て
､
虚
子
へ
の

影
響
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
'
｢芭
蕉
雑
談
｣
所
載
の

｢奈
良
七
重
｣
の
句
も
ま
た
重
い
だ
ろ
う
｡
た
だ
､
こ
の
句
は
す
べ
て
名
詞
で
漢
字

表
記
で
あ
る
こ
と
と

｢七
｣
｢七
｣
｢八
｣
と
い
う
数
字
合
わ
せ
が
芭
蕉
の
興
の
中
心
で
あ
っ
て
'
句
は
像
を
結
び
に
-
い
｡

掲
出
句
に
影
響
を
与
え
て
い
る
芭
蕉
の
三
句
を
見
る
と
'
そ
れ
ぞ
れ
寺
を
特
定
で
き
る
｡
花
の
雲
の
二
句
は
'
言
う
ま
で
も
な
く
'
｢奈

良
七
重
｣
の
句
も
奈
良
の
町
中
に
あ
る
興
福
寺
あ
た
り
と
絞
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
が
'
虚
子
の
句
の
寺
は
'
特
定
で
き
な
い
｡
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
､
虚
に
傾
く
｡
こ
こ
に
掲
出
句
の
'
そ
し
て
'
こ
の
時
期
の
虚
子
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢神
仙
体
｣
と
呼
ば
れ

る
虚
構
に
つ
よ
-
傾
い
た
作
品
と
'
ほ
ぼ
同
時
期
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢神
仙
体
｣
に
つ
い
て
は
'
拙
稿

｢
明
治
二
十
八
､
二

十
九
年
の
虚
子
｣
(
｢信
州
豊
繭
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
6
号
｣
所
収
)
に
お
い
て
触
れ
た
O

伽
藍
は
､
な
か
ば
幻
の
よ
う
に
花
の
雲
の
上
に
広
が
っ
て
い
る
｡
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*

正
岡
子
規
は
'
｢高
浜
虚
子
｣
(
｢日
本
人
｣
第
三
十
一号
･
明
治
二
十
九
年
一月
号
所
収
'
｢ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
第
二
号
･
明
治
三
十
年
二
月
号
に
転
載
)
の
中
で
､

最
後
に

｢其
外
｣
と
し
て
分
類
で
き
な
か
っ
た
十

1
句
を
並
べ
て
い
る
が
'
そ
の
四
旬
日
に
掲
出
句
が
見
え
る
.


