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と
き
に

麗う
ら
ら
け
き
春

温ぬ
く
も
り
と

生せ
い
き気
み
な
ぎ
る

春
と
は
如い
か
ん何
？

咲
く
花
に

問
う
て
み
て
も

花
は

芳か
ぐ
わし
く
香か
お
り

た
だ
静
か
に

佇た
た
ずむ
の
み

春
を
誘い
ざ
ない

春
を
装よ
そ
おい

天
地
い
っ
ぱ
い

春
を
供き
ょ
うす
る

花
ぞ
知
る
一
様
の
春

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

　
花
知
一
樣
春

【
出
典
】『
禅
林
句
集
』五
言
対
句
に「
月
知
明
月
秋
、花
知
一
樣
春
」（
月

は
明
月
の
秋
を
知
り
、花
は
一
様
の
春
を
知
る
）
と
あ
り
、注
に
「
月

花
無
心
自
不
違
其
時
言
知
作
意
也
」（
月
花
無
心
な
る
も
自
ら
其
の

時
を
違
え
ず
知
る
と
言
う
作
意
な
り
）
と
あ
る
。
出
典
不
詳
。

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派



花
知
一
様
春

　
相す
も
う撲
は
国
技
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の
角
界
に
、
激
震
が

走
っ
て
い
ま
す
。
力
士
の
野
球
賭と
ば
く博

疑

惑
に
端た
ん

を
発
し
、
押
収
さ
れ
た
携
帯
電

話
の
メ
ー
ル
か
ら
、
八
百
長
相
撲
が
行

わ
れ
て
い
た
と
い
う
確
た
る
証
拠
が
見

つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

　
相
撲
道
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

相
撲
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
一
つ
の

完
成
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
と
い
う
か
形
態

が
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
お
相
撲
さ

ん
と
い
う
体
型
し
か
り
、
大お
お
い
ち
ょ
う

銀
杏
と
呼

ば
れ
る
髷ま
げ

・
化
粧
ま
わ
し
・
相
撲
文
字
、

あ
る
い
は
、
土
俵
入
り
・
四し

こ股
・
手て
が
た
な刀

と
い
っ
た
所し
ょ
さ作
、
あ
る
い
は
、
の
ぼ
り

旗
・
明あ
け
に荷
・
雪せ
っ
た駄
と
い
っ
た
小
物
に
至

る
ま
で
、
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
美
学
と

伝
統
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
相
撲
は
単
な

る
ス
ポ
ー
ツ
と
は
違
い
、
華
道
・
茶
道
・

書
道
に
も
通
ず
る
肉
体
の
総
合
芸
術
、

ま
さ
に
相
撲
道
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
回
問
題
と
な
っ
て
い
る
八
百
長

は
、
勝
負
事
で
、
真
剣
に
争
っ
て
い
る

よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
前
も
っ
て
示
し

合
わ
せ
た
と
お
り
に
勝
負
を
つ
け
る
こ

と
を
い
い
ま
す
が
、
実
は
、
相
撲
世
界

か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
す
。

　
相
撲
会え
し
ょ所

に
出
入
り
し
て
い
た
八
百

屋
の
長
兵
衛
、
通
称
八
百
長
と
い
う
人

が
、
あ
る
相
撲
の
年
寄
と
碁
を
打
つ
際

に
、
ご
機
嫌
を
損
ね
て
は
商
売
上
う
ま

く
な
い
と
、
巧た
く

み
に
あ
し
ら
っ
て
常
に

一
勝
一
敗
に
な
る
よ
う
に
手
加
減
し
た

と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
お
そ
ら
く
当
初
は
隠
語
と
し
て
使
わ

れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、「
八
百
長
相
撲
」

が
れ
っ
き
と
し
た
言
葉
と
し
て
、
辞
典

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
昨
今
で
は
、
語

源
は
今
ひ
と
つ
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
に
代
わ
る
言
葉
し
て
は
「
注

射
」、対
し
て
、真
剣
勝
負
の
こ
と
は「
ガ

チ
ン
コ
」
と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。

　
し
て
み
る
と
、
金
銭
の
授じ
ゅ
じ
ゅ受

の
云う
ん
ぬ
ん々

と
い
う
こ
と
は
別
と
し
て
、
対
戦
力
士

双
方
が
う
ま
く
い
き
、
観
客
に
も
面
白

い
取
組
と
い
う
も
の
が
、
八
百
長
と
い

う
方
法
で
提
供
さ
れ
て
き
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
あ
る
と
見
た
方
が
自
然

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
け
し
て
表
面
に
出
る
こ
と
は
な

く
、
い
や
、
出
し
て
は
い
け
な
い
、
相

撲
道
の
秘
め
た
る
奥お
う
ぎ義
だ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　『
風ふ
う
し
か
で
ん

姿
花
伝
』（
俗
に
『
花
伝
書
』）

と
い
う
能
楽
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物

が
あ
り
ま
す
。
世ぜ

あ

み
阿
弥
が
、
父
で
あ
る

観か
ん
あ
み

阿
弥
の
口
述
し
た
能
楽
論
を
中
心

に
、
世
阿
弥
自
身
が
そ
の
思
い
を
記
し

た
も
の
で
、
能
楽
の
修
業
・
演
出
な
ど

幅
広
い
内
容
に
及
び
ま
す
が
、
つ
ま
る
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と
こ
ろ
、
芸
上
達
と
興
行
を
成
功
さ
せ

る
た
め
の
方
法
論
を
説
い
た
も
の
と
い

え
ま
す
。
そ
の
中
で
有
名
な
言
葉
と
し

て
、「
秘
す
れ
ば
花
な
り
。
秘
せ
ず
は

花
な
る
べ
か
ら
ず
」
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
花
」
は
、

と
り
あ
え
ず
「
奥
義
」
と
解
す
る
と
し

て
、
具
体
的
に
は
、
世
阿
弥
自
身
が
い

う
「
花
と
面
白
き
と
珍
し
き
と
、
こ
れ

三
つ
は
同
じ
心
な
り
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
観
客
の
感

動
を
呼
び
起
こ
す
芸
の
魅
力
・
面
白
さ
・

珍
し
さ
は
、
秘
め
た
る
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
能
楽
だ
け
の

こ
と
で
は
な
く
、
相
撲
世
界
に
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
仏

教
の
世
界
に
も
存
在
し
ま
す
。
一
例
と

し
て
、
説
教
師
の
隠か
く

し
業わ
ざ

に
「
袈け

さ裟
落

と
し
」
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
器
量
よ
し
、
声
も
よ
し
、
人
気
の
説

教
師
が
、
朗
々
と
話
を
盛
り
上
げ
た
と

こ
ろ
で
、
信
者
に
向
か
っ
て
、
ハ
ラ
リ

と
袈
裟
を
落
と
す
。
す
る
と
、
そ
の
信

者
は
有
り
難
が
っ
て
、
そ
の
袈
裟
に
お

賽さ
い
せ
ん銭
を
つ
け
て
控
え
室
に
返
し
に
い
く

と
い
う
寸
法
で
あ
り
ま
す
。

　
手
品
と
一
緒
で
、
種
を
明
か
せ
ば
、

な
ん
と
姑こ
そ
く息

な
手
段
と
思
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
観
客
を
感
動
さ
せ
る
た
め

に
は
、
手
を
替
え
品
を
替
え
、
秘
め
た

る
業わ
ざ

が
あ
る
も
の
な
の
で
す
。た
だ
し
、

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
見
る
者
、
聞
く
者

に
感
動
を
与
え
る
た
め
の
業
で
あ
っ

て
、
秘
め
た
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
時

点
で
、
そ
れ
は
「
花
」
で
は
な
く
「
ま

や
か
し
」
と
な
る
の
で
す
。
ま
し
て
、

不
正
の
た
め
に
、
金
銭
の
授
受
が
伴
う

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

今
回
の
八
百
長
問
題
に
し
て
も
、
そ
の

一
点
に
お
い
て
は
徹
底
究
明
し
て
も
ら

い
た
も
の
で
す
。

　「
花
知
一
様
春
」（『
禅
林
句
集
』
花

は
一
様
の
春
を
知
る
）
と
い
う
禅
語
が

あ
り
ま
す
。
花
は
無
心
で
は
あ
る
が
、

時
節
を
け
し
て
違た
が
える
こ
と
な
く
咲
き
、

春
を
誘い
ざ
ない
、
春
を
装よ
そ
おい
、
花
は
春
そ
の

も
の
で
あ
り
、
花
こ
そ
春
を
演
ず
る
主

人
公
と
い
え
ま
す
。

　
花
が
春
を
演
じ
切
れ
る
の
は
、
春
の

本
質
を
知
る
が
ゆ
え
で
あ
り
ま
す
。
三

寒
四
温
、
と
き
に
は
春
嵐
も
あ
る
の
が

春
で
す
。
そ
こ
で
、
春
を
、
理
想
社
会

と
置
き
換
え
て
み
た
場
合
、
け
し
て
全

部
が
全
部
、
温ぬ
く
ぬ
く々

し
た
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
酸す

い
も
甘
い
も
す

べ
て
を
知
り
、
そ
こ
で
な
お
、
芳
香
を

放
ち
咲
く
花
の
周ま
わ

り
が
春
な
の
で
す
。

　「
八
百
長
」、
な
ん
と
も
嫌
な
言
葉
で

す
が
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
も

花
と
な
り
、
春
を
演
ず
る
立
役
者
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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存
在
し
て
い
た
が
、
こ
れ
な
ど
、
仏
教

と
行
李
の
か
か
わ
り
合
い
を
示
す
語
と

し
て
と
ら
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
春
彼
岸
施
餓
鬼
会

　
恒
例
、
春
彼
岸
の
施
餓
鬼
会
が
勤
修

さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ま
お
揃
い
で
、
お
参

り
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し
上

げ
ま
す
。

◎
期
日
　
三
月
二
十
一
日
（
月
）

◎
時
間
　
一
時
半
～
二
時
半
位

▼
カ
ラ
ス

　
カ
ラ
ス
の
ゴ
ミ
散
ら
か
し
に
は
閉
口
し

ま
す
。
た
だ
、
カ
ラ
ス
に
も
好
き
嫌
い
が

あ
る
よ
う
で
、
特
に
、
脂
あ
ぶ
ら

っ
こ
い
物
、
肉

類
や
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
ど
に
反
応
す
る
よ
う

で
す
。
野
菜
や
ご
飯
は
食
べ
な
い
と
か
。

◆
姫ひ
め

は
這は

い
坊ぼ
う

戯た
わ
むれ
て
雛ひ
な

飾
る
　
沐
魚

し
ま
う
と
味
気
な
い
。
使
者
は
、
旅
行

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
当
然
、
旅

の
必
需
品
を
納
め
る
道
具
が
必
要
に
な

る
。
そ
こ
で
、使
者
で
あ
る
修
行
僧(

特

に
中
国
、
日
本)

の
用
具
を
入
れ
る
器

は
、
単
純
に
行
李
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　
し
か
し
『
正し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

法
眼
蔵
』
に
は
、
行
李

を
見
れ
ば
、
そ
の
人
間
が
わ
か
る
、
修

行
が
本
物
か
ど
う
か
が
わ
か
る
、
と
も

あ
る
。
行
李
は
、
物
を
納
め
る
と
同
時

に
、
僧
に
と
っ
て
は
心
を
納
め
る
器
で

も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
こ
の
行
李
も
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。柳
で
作
っ
た「
柳

行
李
」、
竹
で
作
っ
た
「
竹
行
李
」
は
、

運
搬
に
も
便
利
で
風
通
し
も
よ
く
、
衣

類
を
納
め
る
用
具
と
し
て
は
最
適
だ
っ

た
の
だ
が
…
…
。
な
お
、
竹
行
李
の
一

つ
と
し
て
「
頭ず

だ陀
行
李
」
な
る
も
の
も

◎
行こ
う
り李

　「
行
李
」
の
李0

は
理0

で
も
あ
り
、
吏0

に
も
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「（
あ
る
場

所
へ)
行
き
、
事
を
理お
さ

め
る
者
（
吏
）」

が
本
来
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
を
単
純

に
解
釈
す
る
と
、
使
者
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
も
っ
と
も
、
現
代
で
は
こ
の
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
行
李
の
語
を
用

い
る
の
は
、
禅
宗
の
世
界
に
し
か
残
っ
て

い
な
い
。
禅
宗
で
は
、
行
李
を
「
行あ
ん
り履
」

と
も
い
う
。
つ
ま
り
は
、
日
常
い
っ
さ

い
の
行
為
の
こ
と
を
指
し
、
実
践
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
仏
の

使
者
の
行
い
、
と
い
う
ム
ー
ド
が
漂
っ

て
い
る
と
解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
精
神
的
な
意
味
合
い
を
も

つ
こ
の
語
が
、
な
ぜ
味
も
そ
っ
け
も
な

い
、
一
物
体
を
指
す
こ
と
ば
と
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
も
、
知
っ
て
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