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弓
参
り
て
は
い
と
ど
心
苦
し
う
、
心
肝
も
つ
く
る
や
う
に
な
む
』
と

な
い
し
の
す
け
の
奏
し
給
ひ
し
を
、
物
思
ひ
知
ら
ぬ
心
地
に
も
げ
に

こ
そ
い
と
忍
び
が
た
か
り
け
れ
」
と
て
、
や
や
た
め
ら
ひ
て
仰
せ
ご

と
伝
へ
閾
ゆ
。

右
は
桐
壺
の
更
衣
の
死
後
、
更
衣
の
母
の
と
こ
ろ
へ
、
帝
の
使
と
し

て
行
っ
た
命
婦
と
の
会
話
の
一
部
分
で
あ
る
。
更
衣
の
母
は
、
年
と

っ
て
娘
に
お
く
れ
今
ま
で
世
に
生
き
残
っ
て
い
る
の
が
恨
め
し
い
の

に
、
こ
う
し
た
露
深
い
蓬
生
の
宿
を
お
尋
ね
下
さ
れ
御
目
に
か
か
る

の
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
と
言
っ
て
泣
く
の
に
対
し
て
、
命

婦
が
述
べ
る
言
葉
で
あ
る
。
右
の
文
中
の
「
」
『
』
な
ど
は
、

現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
多
く
の
源
氏
物
語
に
よ
っ
た
。
「
」
の
な

な
い
し
の
ず
げ

か
は
命
婦
の
言
葉
で
あ
り
、
『
』
の
な
か
は
典
侍
が
帝
に
奏
上
し

た
言
葉
を
、
さ
ら
に
こ
こ
で
命
婦
が
繰
り
か
え
し
て
言
う
た
言
葉
で

あ
る
。
以
上
が
現
在
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な

お
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
一
二
註
釈
書
を
見
る
と
、
あ
る
も
の

は
「
参
り
て
は
」
に
傍
註
し
て
「
こ
ち
ら
に
参
上
し
て
見
る
と
」
と

桐
壷
の
巻
「
参
り
て
は
」
の
疑
義

●
■

桐
壼
の

巻
「
参
り
て
は
」
の
疑
義
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し
て
あ
り
、
ま
た
他
の
も
の
は
「
お
邸
に
上
っ
て
み
ま
す
と
一
入
、

唯
も
う
何
と
も
お
気
の
毒
で
、
御
慰
め
申
上
げ
や
う
も
な
く
、
お
訪

ね
致
す
私
ま
で
引
入
れ
ら
れ
て
、
魂
も
消
え
て
し
ま
ひ
さ
う
な
気
が

し
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
と
こ
ろ
を
口
訳
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
」
『
」
な
ど
は
後
世
の
学
者
が
、
ど
れ
だ
け
が
誰
の
言

葉
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
施
こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
わ
た
く
し
は
覇
こ
こ
を
次
の
よ
う
に
し
て
解

釈
し
て
ほ
ど
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
参
り
て
は
『
い
と
ど
心
苦
し
う
、
心
肝
も
つ
く
る
や
う
に
な
む
』

と
な
い
し
の
す
け
の
奏
し
給
ひ
し
を
、
思
ひ
給
へ
知
ら
ぬ
心
地
に
も

げ
に
と
そ
い
と
忍
び
が
た
か
り
け
れ
」
と
て
、
や
や
た
め
ら
ひ
て
仰

せ
ご
と
伝
へ
閾
ゆ
。

と
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
一
‐
参
り
て
は
」
と
い
う
の
は
、
典
侍
が

、
更
衣
の
母
の
家
か
ら
宮
中
即
ち
帝
の
も
と
に
戻
っ
て
き
た
意
味
に

考
え
た
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
少
し
順
序
を
か
え
れ
ば
、

弓
い
と
ど
心
苦
し
う
、
心
肝
も
つ
く
る
や
う
に
な
む
』
と
、
参
り
て
な
い
し
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水
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の
す
け
の
奏
し
給
ひ
し
を
」
《
＆
：
」
：
．
，
．
。

と
な
る
の
で
あ
る
。
「
参
り
て
は
」
の
「
は
」
と
い
う
助
詞
に
ひ
か

れ
た
諸
注
の
解
釈
と
も
思
う
が
「
は
」
が
あ
っ
て
も
自
分
の
解
釈
に

さ
し
た
る
影
響
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
体
「
ま
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
は
「
ま
へ
に
ゐ
る
」
の
意
だ
と
私

は
解
す
る
。
「
ま
へ
」
は
「
御
ま
へ
」
で
あ
ろ
う
。
高
貴
な
か
た
の

御
ま
へ
を
さ
す
の
で
あ
る
。
「
御
ま
へ
」
の
「
ま
」
は
「
め
」
（

目
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
「
ま
ゐ
る
」
の
「
ま
」
は
す
ぐ
に
目
を

意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
「
ま
へ
」
を
略
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
故
「
ま
ゐ
る
」
と
い
う
の
は
、
自
分
よ
り
高
貴
の
か
た
の
ま

へ
に
居
る
こ
と
で
あ
り
、
高
貴
の
か
た
の
と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
で
あ

る
。
宮
中
に
行
く
こ
と
は
一
も
二
も
な
く
「
参
る
」
で
あ
る
こ
と
は
勿

論
で
、
参
内
の
こ
と
は
み
な
「
参
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

る
。
主
上
の
と
こ
ろ
に
ま
ゐ
る
の
で
な
く
て
も
、
院
の
と
こ
ろ
へ
行

く
場
合
も
「
参
る
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
主
上
、
院
、
皇
后
、
中
宮

な
ど
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
は
み
な
「
参
る
」
で
、
あ
る
。
な
お
中
宮
に

準
じ
た
女
の
か
た
の
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と
は
み
な
「
参
る
」
が
用
い

ら
れ
る
、
そ
の
他
自
分
よ
り
上
位
に
あ
る
人
の
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と

は
「
参
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
煙
に
た
ぐ
ひ
て
慕

ひ
参
り
な
む
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
自
分
よ
り
も
目
上
の
人
の

死
を
悲
し
ん
で
そ
の
か
た
の
と
こ
ろ
へ
参
り
た
い
意
で
あ
る
。
「
大

学
に
参
り
」
と
い
う
用
例
も
う
な
ず
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
土
佐
日

、

《
斬
尋

唾

一
一

記
の
な
か
に
「
こ
の
歌
ぬ
し
、
ま
た
ま
か
ら
ず
と
い
ひ
て
た
ち
ぬ
」

と
い
う
書
き
か
た
を
し
て
い
る
の
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
主
と
い
う
の

は
歌
も
満
足
に
作
れ
ず
、
謂
わ
ぱ
田
舎
の
無
学
の
人
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
る
。
「
ま
た
参
ら
む
と
い
ひ
て
」
と
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
と
こ
ろ
を
、
田
舎
方
言
を
そ
の
ま
ま
、
し
か
も
「
参
る
」
と
い
う

言
葉
を
使
う
べ
き
を
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
く
こ
と
を
行
か
ず

と
い
っ
た
り
、
食
う
こ
と
を
食
は
ず
と
い
う
例
で
あ
る
。
田
中
大
秀

も
す
で
に
「
此
男
、
貴
賎
の
詞
づ
か
ひ
を
も
し
ら
で
、
な
め
し
き
事

い
へ
る
を
と
が
め
、
其
方
言
を
あ
ざ
け
り
て
、
殊
更
に
二
所
ま
で
書

顕
し
、
此
男
は
、
こ
ざ
か
し
く
て
、
今
世
に
云
、
き
い
た
風
い
き
過

も
の
な
る
を
笑
た
る
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
地
方
か
ら
京
へ
ゆ
く
場
合
も
「
参
る
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

こ
の
場
合
は
多
く
「
参
り
来
る
」
と
い
う
言
葉
の
つ
ず
ま
っ
た
「
ま

う
で
」
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
長
谷
寺
と
か
、
叡
山
な
ど

へ
ゆ
く
こ
と
は
、
京
か
ら
ゆ
く
の
で
は
あ
る
が
、
社
寺
な
ど
へ
ゆ
く

場
合
で
あ
る
の
で
「
参
る
」
「
ま
う
づ
」
を
使
っ
て
い
る
。
「
昨
日

山
へ
ま
か
り
上
り
に
け
り
」
と
か
「
あ
ら
ぬ
世
の
心
地
し
て
ま
か
り

上
り
た
り
し
を
」
或
は
「
甲
斐
の
守
に
て
侍
り
け
る
時
、
京
へ
ま
か

り
の
ぼ
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
よ
う
な
例
を
見
る
場

合
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
ま
か
り
」
は
接
頭
語
と
見
て
よ
い
と

思
う
。
或
は
自
分
を
卑
下
し
て
「
ま
か
り
」
を
使
っ
た
の
で
、
山
に

或
は
京
に
上
っ
た
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
ま
か
り
」
は
「
東

琴

ざ
唖
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の
五
条
わ
た
り
に
人
を
知
り
お
き
て
ま
か
り
通
ひ
け
り
」
と
か
「
そ

の
家
の
あ
た
り
を
ま
か
り
あ
り
き
け
る
折
」
な
ど
の
場
合
も
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
ま
た
古
今
集
の
「
惟
喬
の
み
こ
の
許
に
ま
か
り
か
ょ

ひ
け
る
を
、
か
し
ら
お
ろ
し
て
、
小
野
と
い
ふ
所
に
侍
り
け
る
に
、

正
月
に
と
ぶ
ら
は
む
と
て
、
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
比
叡
の
山
の
麓

な
り
け
れ
ば
、
雪
い
と
深
か
り
け
り
。
し
ひ
て
か
の
む
ろ
に
ま
か
り

い
た
り
て
、
を
が
み
け
る
に
、
つ
れ
人
ぐ
、
と
し
て
、
い
と
物
悲
し
く

て
、
帰
り
ま
う
で
き
て
よ
み
て
お
く
り
け
る
」
と
い
う
「
わ
す
れ
て

は
夢
か
と
ぞ
恩
ふ
」
の
歌
の
詞
書
は
、
伊
勢
物
語
に
も
出
て
い
る
同

じ
歌
の
と
こ
ろ
の
記
事
と
同
一
内
容
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

伊
勢
物
語
の
方
に
は
「
ま
か
り
」
と
い
う
言
葉
は
一
つ
も
用
い
て
い

な
い
。
こ
の
古
今
集
の
題
の
詞
の
う
ち
「
ま
か
り
た
り
け
る
に
」
は
、

親
王
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
で
あ
る
か
ら
ま
ゐ
り
た
り
け
る
に
」
と
あ

る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
「
ま
か
り
」
を
生
か
し
て
説
う
と
す
る
と
、

京
の
郊
外
小
野
へ
ゆ
く
の
だ
か
ら
「
ま
か
り
」
を
使
っ
て
い
る
の
だ

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
少
し
無
理
の
よ
う
だ
。
或
は
卑
下
し
た
意
味
に

み
る
か
。

地
方
か
ら
京
へ
ゆ
く
場
合
は
「
参
る
」
を
用
い
る
と
言
っ
た
が
、

そ
の
反
対
に
京
か
ら
地
方
へ
ゆ
く
場
合
は
、
み
な
「
ま
か
る
」
を
使

っ
て
い
る
。
狩
や
紅
葉
狩
な
ど
に
ゆ
く
場
合
は
、
京
の
郊
外
と
か
、

や
や
京
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

や
は
り
「
ま
か
る
」
で
あ
る
。

桐
壷
の
巻
「
参
り
て
は
」
の
疑
義

ウ
．
６

凸

月
批
界
と
か
篭
莱
か
ら
こ
の
国
へ
く
る
場
合
は
「
参
る
‐
一
で
あ
り
や

死
し
て
こ
の
世
を
去
る
は
「
ま
か
る
」
で
あ
っ
て
、
身
ま
か
る
の
で

坐
（
レ
プ
（
》
Ｏ

な
ほ
「
参
る
」
は
「
御
く
だ
も
の
ば
か
り
ま
ゐ
れ
り
」
「
御
湯
ま

ゐ
れ
」
「
御
か
は
ら
け
参
り
給
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
或

は
「
御
格
子
ま
ゐ
り
な
む
」
「
お
ほ
と
な
ぶ
ら
参
ら
せ
給
ひ
て
」
「
紙

そ
く
も
て
参
り
」
の
よ
う
の
用
例
の
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

以
上
「
参
る
」
の
川
例
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
再
び
桐

壺
の
巻
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
こ
こ
の
「
参
り
て
は
」
と
い

う
の
は
、
典
侍
が
宮
中
に
戻
っ
て
、
す
な
は
ち
帝
に
御
目
に
か
か
っ

て
奏
上
し
た
意
意
味
に
み
た
い
。
典
侍
が
更
衣
の
母
の
と
こ
ろ
に
参

上
し
た
と
見
る
の
は
ど
う
か
と
思
う
。
従
来
の
説
で
は
典
侍
が
更
衣

の
と
こ
ろ
へ
来
て
更
衣
と
向
い
あ
っ
て
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
と
説

く
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
に
は
こ
れ
が
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

典
侍
は
更
衣
の
母
の
と
こ
ろ
へ
私
に
き
た
の
で
は
な
い
。
帝
の
使
者

と
し
て
公
に
来
た
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
参
る
」
「
ま
か
る
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
ま
か
る
」
は
鎌
倉

時
代
以
降
随
分
そ
の
朋
法
も
か
わ
っ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
も
あ
る
。
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