
水
仙
や
し
ば
ら
く
わ
れ
の
切
れ
さ
う
な 

そ
の
心
地
を
「
わ
れ
の
切
れ
さ
う
な
」
と
表
現
し
た
こ
と
の
繊
細
さ
。
生

き
て
い
れ
ば
こ
そ
、
世
界
の
鋭
利
さ
に
傷
つ
く
思
い
が
す
る
こ
と
も
あ
る
。

「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
時
間
に
佇
む
作
中
主
体
は
、「
水
仙
」
と
い
う
冬
の

清
澄
な
水
辺
を
想
像
さ
せ
る
季
語
の
空
間
で
、自
分
を
見
つ
め
直
し
て
い
る

か
の
よ
う
だ
。「
水
仙
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
、
自
意
識
あ

る
い
は
若
々
し
く
屹
立
し
た
よ
う
な
そ
の
咲
き
方
も
ま
た
、「
切
れ
さ
う
な
」

も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。 

 

強
霜
に
日
の
さ
す
如
し
磯
の
人 

「
強
霜
」
は
霜
の
多
く
お
り
る
こ
と
。
冬
の
鋭
利
な
朝
日
が
一
面
の
霜
に

刺
さ
る
よ
う
な
光
景
が
、
一
挙
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
面
白
い
の
は
、
そ
れ

が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
光
景
と
し
て
句
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
如

し
」
と
直
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
前
述
の
強
烈
な
光
と
冷
た
さ
の
イ

メ
ー
ジ
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
磯
の
人
」
の
立
ち
姿
へ
と
一
気
に

転
換
さ
れ
る
の
だ
。「
如
し
」の
直
後
に
意
味
上
・
文
法
上
の
断
絶
が
あ
り
、

「
磯
の
人
」
に
続
く
。
こ
の
「
断
絶
」
＝
俳
句
用
語
と
し
て
の
「
切
れ
」
の

も
つ
力
の
、
ひ
と
つ
の
発
揮
で
あ
る
。 

 

逢
引
の
こ
え
の
く
ら
が
り
さ
く
ら
ん
ぼ 

「
さ
く
ら
ん
ぼ
」は
ふ
た
つ
で
ひ
と
つ
に
繋
が
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
内

包
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
観
点
か
ら
は
「
逢
引
」
と
か
な
り
接
近
し
た
言

葉
遣
い
で
あ
り
、
や
や
陳
腐
な
印
象
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
の

見
所
は
「
こ
え
の
く
ら
が
り
」
で
あ
る
。
こ
の
一
語
で
、
禁
断
の
恋
の
よ
う

な
、
さ
さ
め
き
声
が
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
静
か
で
薄
暗
い
空
間
で
さ
く

ら
ん
ぼ
を
カ
ク
テ
ル
に
沈
め
て
い
る
よ
う
な
想
像（
と
い
う
よ
り
も
は
や
妄

想
）
が
読
者
を
襲
う
。 

 

雲
ふ
か
く
ゆ
き
て
帰
ら
ず
毛
虫
焼
く 

同
じ
雲
が
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。そ
れ
は
ひ
と
つ
の
真
理
を

把
捉
し
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
夏
雲
が
空
を
深
く
、
さ
ら
に
深
く
進
ん
で
い

く
光
景
の
下
で
、
毛
虫
が
焼
か
れ
て
駆
除
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
毛
虫
が
、

火
の
力
で
一
斉
に
滅
ん
で
い
く
と
こ
ろ
だ
。
旺
盛
な
雲
の
往
来
と
、
毛
虫
の

業
火
と
の
対
比
が
鮮
や
か
で
あ
り
、
ま
た
、
毛
虫
も
雲
の
よ
う
な
質
感
と
速

度
で
、
ど
こ
か
へ
と
、
深
く
深
く
、
遠
の
い
て
く
よ
う
な
心
地
が
す
る
。 

 

白
鷺
の
風
ば
か
り
見
て
畳
か
な 

白
鷺
と
い
う
季
語
に
は
、
夏
の
燦
々
と
し
た
光
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
大

鳥
に
吹
く
風
の
動
き
を
、作
中
主
体
は
ず
っ
と
眺
め
て
い
る
の
だ
。そ
れ
も
、

畳
の
上
か
ら
。「
畳
か
な
」
の
一
語
で
、
作
中
主
体
が
窓
を
開
け
放
っ
た
畳

の
上
に
お
り
、
木
と
紙
で
で
き
た
そ
の
伝
統
的
な
日
本
家
屋
を
、
白
鷺
と
お

な
じ
風
が
吹
き
抜
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。納
涼
の
一



景
が
、
緊
密
な
語
の
連
な
り
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 
な
か
な
か
の
母
の
声
澄
む
蕗
の
薹 

「
な
か
な
か
の
母
の
声
」と
い
う
引
き
締
ま
っ
た
表
現
が
心
地
い
い
。「
母

の
声
が
澄
ん
で
い
て
、
な
か
な
か
い
い
声
だ
」
と
い
う
意
味
内
容
だ
と
解
釈

す
る
が
、
そ
れ
を
「
な
か
な
か
の
」
と
い
う
句
の
入
り
方
で
支
え
た
の
が
一

興
だ
。「
声
」
が
「
澄
む
」
と
清
澄
な
空
間
を
想
像
さ
せ
て
か
ら
の
「
蕗
の

薹
」
と
い
う
落
と
し
方
も
、
憎
い
ほ
ど
達
者
だ
。
春
の
山
路
に
蕗
の
薹
が
芽

ぐ
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
の
さ
さ
や
か
な
瞬
間
だ
が
、そ
れ
は
こ
の
世
界
に

対
す
る
賛
歌
に
他
な
ら
な
い
。 

 

麦
踏
み
の
ひ
と
の
乙
女
の
お
ほ
つ
ぶ
り 

「
麦
踏
み
」
は
春
先
に
芽
吹
い
た
麦
を
踏
む
農
作
業
の
ひ
と
つ
。
こ
う
す

る
と
根
の
張
り
が
よ
く
な
る
と
い
う
。
こ
の
句
で
は
「
ひ
と
の
」
の
直
後
で

軽
く
「
切
れ
」
が
入
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
。
遠
い
も
の
に
だ
ん
だ
ん
と
近

づ
き
、
把
握
を
深
め
て
い
く
と
い
う
文
体
が
う
ま
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
遠
く

に
い
る
「
麦
踏
み
の
ひ
と
」
に
目
を
凝
ら
す
と
、
実
は
そ
れ
が
「
乙
女
」
で

あ
り
、
し
か
も
「
お
ほ
つ
ぶ
り
」、
つ
ま
り
頭
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
気

が
つ
く
と
い
う
諧
謔
。「
遠
く
に
い
る
割
に
頭
が
大
き
く
見
え
る
︙
︙
」
と

い
う
よ
う
な
遠
近
法
の
混
乱
を
面
白
く
描
い
て
い
る
。
文
体
と
は
つ
ま
り
、

人
間
の
認
識
の
秩
序
を
再
構
成
す
る
営
み
だ
と
思
う
。 

 

裏
方
の
僧
が
動
き
て
麦
の
秋 

何
ら
か
の
法
要
や
行
事
な
の
だ
ろ
う
が
、確
か
に
そ
れ
は
僧
侶
た
ち
に
と

っ
て
の
一
舞
台
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
の
機
会
に

他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
人
々
の
目
を
集
め
る
役
回
り
も
あ
れ
ば
、
そ
う

で
は
な
い
裏
方
仕
事
と
い
う
の
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
麦
の
秋
（
夏
の
季
語
。

麦
の
充
実
し
た
収
穫
期
を
さ
す
。）
と
い
う
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
の
あ
る
季

語
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
ん
な
下
積
み
の
僧
が
働
く
様
を
、
遠
く
か
ら
眺
め
、

心
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
な
面
持
ち
が
す
る
の
だ
。今
ま
で
そ
ん
な
こ
と
を
意

識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
裏
方
の
僧
」
と
い
う
言
葉
の
喚
起
力
が
一

句
を
立
ち
上
げ
た
。 

 

貧
農
は
ど
こ
よ
り
解
か
れ
雪
降
れ
り 

開
拓
移
民
と
し
て
太
平
洋
戦
争
終
戦
間
際
に
北
海
道
に
渡
っ
た
俳
人
・
細

谷
源
二
の
〈
地
の
涯
に
倖
せ
あ
り
と
来
し
が
雪
〉
を
思
い
出
し
た
。「
解
か

れ
」
と
い
う
大
仰
な
表
現
の
動
詞
を
踏
ま
え
る
と
、
封
建
制
か
ら
近
代
的
土

地
所
有
制
度
へ
と
変
遷
し
た
歴
史
を
思
い
浮
か
べ
て
読
め
ば
い
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
も
実
際
に
は
お
そ
ら
く
、
歴
史
書
で
は
書
き
落
と
さ
れ
た
、
個
人

個
人
の
差
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
貧
農
は
ど
こ
へ
向
か
っ
た
の
か
。

か
つ
て
耕
し
て
い
た
土
地
に
、
雪
が
降
る
。
雪
は
レ
ク
イ
エ
ム
の
よ
う
で
あ

る
し
、
あ
る
い
は
、
更
な
る
困
難
を
示
唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。 



 

鏡
台
に
汗
ば
む
程
と
思
う
べ
し 

「
思
う
べ
し
」
と
語
り
か
け
る
相
手
が
誰
な
の
か
、
判
然
と
は
し
な
い
。

し
か
し
、「
鏡
台
に
」
と
い
う
上
五
（
冒
頭
の
五
音
）
を
得
た
こ
と
で
、
そ

れ
が
鏡
に
映
っ
た
自
分
自
身
な
の
で
は
な
い
か
、と
思
わ
れ
て
な
ら
な
く
な

る
。
そ
の
火
照
っ
た
顔
と
向
き
あ
う
と
き
、
い
つ
も
は
身
支
度
の
途
中
で

淡
々
と
用
い
て
い
る
だ
け
の
鏡
の
顔
が
、違
っ
て
生
き
生
き
と
見
え
て
く
る

よ
う
な
感
覚
。
と
同
時
に
、
自
分
の
存
在
が
揺
ら
ぐ
よ
う
な
、
ひ
や
り
と
脅

か
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
感
覚
に
と
り
つ
か
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

 

＊  
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こ
こ
に
取
り
上
げ
た
句
は
い
ず
れ
も
、
九
千
を
数
え
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の

中
か
ら
僕
の
一
存
で
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
。Ａ
Ｉ
の
教
師
デ
ー
タ
自
体

は
そ
れ
ぞ
れ
俳
句
作
家
が
過
去
に
詠
み
上
げ
た
作
品
の
数
々
で
あ
り
、も
ち

ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風
が
映
じ
て
い
る
。そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
い

え
、
Ａ
Ｉ
俳
句
自
体
を
統
一
的
な
作
風
と
し
て
語
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
拾
い
読
み
し
て
い
く
と
僕
に
は
何
故
か
、
や
や
虚
無

的
な
自
意
識
を
も
っ
た
主
体
の
存
在
が
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
主
体
は
と
て
も
、
僕
自
身
に
対
す

る
自
己
認
識
に
近
い
こ
と
が
恐
ろ
し
い
。—
—
皆
さ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
？ 

僕
は
僕
を
通
し
て
し
か
、他
者
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
。
Ａ
Ｉ
の
作
品
は
さ
な
が
ら
鏡
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
ひ
ろ
が
っ
て
い

る
。 明

治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
俳
壇
に
君
臨
し
た
大
俳
人
・
高
浜
虚
子
に｢

選

は
創
作
な
り｣

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
他
者
の
作
品
を
選

び
だ
す
こ
と
自
体
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
発
露
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ

れ
は
他
者
を
擬
制
す
る
行
為
に
な
り
う
る
。そ
の
危
う
さ
と
快
感
の
狭
間
で
、

俳
句
は
読
ま
れ
続
け
て
い
く
。 

 


