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そ

の
漢
詩
か
ら
見

て

陳

生

保

は
じ

め
に

森
鴎
外
は
、
生
涯
中
国
文
化

と
深

い
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
た
と
言
え

る
。.鴎

外
は
五
歳

の
時
か
ら
す

で
に

『論
語
』
の
素
読
を
受
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
十
歳
、
父
に
従

っ
て
上
京
す
る
ま
で
田
舎

の
養
老
館
で
い
わ
ゆ
る

四
書
五
経
、
左
国
史
漢

の
た
ぐ

い
の
漢
籍
を
勉
強
し
た
。
上
京
後
も
漢
籍
、

漢
文
、
漢
詩

の
学
習
を

つ
づ
け

て
い
た
。
は
じ
め
は
同
じ
向
島

の
隣
近
所

に
住

ん
で
い
た
竹
馬
の
友

の
伊

藤
孫

一
と
い
っ
し
ょ
に
勉
強
し
た
が
、

の

ち
に
明
治
時
代

の
著
名
な
漢
学
者

で
あ
る
依
田
学
海
に
師
事
し
、
彼

に
漢

文
を
学
び
、
そ
の
添
削
を
受
け

る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
て
漢
学
や
漢

文

に
関
す
る
基
礎
が
た
め
の
勉

強
が
し

っ
か
り
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
鴎

外
は
漢
文
で
日
記
を

つ
け
、
文
章
を
書
く
能
力
を
持

つ
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に

『鴎
外
全
集
』

に
は
漢
文
四
十
九
篇
と
漢
文

で
書
か
れ
た
日

記
五
部
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
正
七
年
元
旦
か
ら
大
正
十

一
年

七
月
五
日
、

つ
ま
り
そ
の
逝
去

の
四
日
前
ま
で

つ
づ
い
た
、
四
年
七
ヶ
月

余
り
に
わ
た
る
最
後

の
日
記

『委
蛇
録
』
は
漢
文
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
鴎
外
と
中
国
文
化
と
の
深

い
か
か
わ
り
合

い
の

一
端
が

窺
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

鴎
外

に
は
、
あ
わ
せ
て
二
百
二
十
四
首
、
千
五
百
八
十
五
行

の
漢
詩
が

現
存
し
て
い
る
。
制
作

の
時
期
か
ら
い
え
ば
、
大
学
卒
業
前
後
、

つ
ま
り

明
治
十
三
年
元
旦
か
ら
明
治
十
七
年
ま
で
の
五
年
間
、
計
六
十

一
首
、
主

と
し
て

『北
游
日
乘
』
と

『後
北
游
日
乘
』
に
あ
り
、
留
学
時
代
の
四
年

間
、
六
十
九
首
、
主
と
し
て

『航
西
日
記
』
『獨
逸
日
記
』
『還
東
日
乘
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
中

・
壮
年
時
代
、

つ
ま
り
留
学
よ
り
帰
国
し
た
翌

年
か
ら
大
正
三
年
ま
で
の
二
十
六
年
間
、
計
三
十
三
首
あ
り
、
そ
し
て
晩

年
、

つ
ま
り
引
退
を
表
明
し
た
大
正
四
年
か
ら
世
を
去
る
前
年

の
大
正
十

年
ま
で
の
七
年
間
、
計
六
十

一
首
あ

る
。

鴎
外

の
漢
詩

の
師
と
い
え
ぽ
、
啓
蒙

の
師
は
伊
藤
孫

一
で
あ
り
、
正
規
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の
師

は
佐
藤
応
渠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中

・
壮
年
時
代

の
師
は
横
川

徳
郎
で
あ
り
、
晩
年

の
師

は
桂
湖
村

で
あ
る
と
思
う
。
鴎
外
は
生
涯
漢
詩

を
学
び
、
作

っ
た
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
漢
詩

の
す
べ
て
の
詩
型
を
使

っ
て
作
詩
を
試
み
た
と
言
え
る
。

現
存
す
る
鴎
外
漢
詩
に
は
、
四
言
古
詩
、
五
言
古
詩
、
七
言
古
詩
な
ど

の

古
体
詩
も
あ
れ
ば
、
五
言
絶
句
、
七
言
絶
句
及
び
五
言
律
詩
、
七
言
律
詩

な
ど
の
近
体
詩
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
長
短
句
と
も
い
わ
れ
る
詞
も
あ

り
、
日
本

の
狂
詩
の
よ
う
な
打
油
詩
も
あ
る
。
多
種
多
様
な
詩
型
の
中
で
、

鴎
外
の

一
番
長
じ
て
い
る
の
は
、
七
言
絶
句
、
七
言
律
詩
及
び
五
言
古
詩
、

こ
の
三

つ
の
詩
型
だ
と
思
う
。

鴎
外
の
漢
詩
は
、
題
材
も
豊
富
多
彩

で
あ
る
。
彼

の
詩
に
は
、
紀
行
、

記
事
、
人
物
品
評
、
詠
物
、
懐

古
、
抒
情
、
言
志
、
懐
旧
、
悼
亡
、
宴
集
、

応
酬
、
贈
答
、
餞
別
、
応
制
、
君
臣
唱
和
、
書
画
題
記
な
ど

の
も

の
も
あ

れ
ば
、
議
論
、
論
戦
、
諷
喩
な
ど
の
も

の
も
あ
る
。
ま
さ
に
古
今
東
西
、

森
羅
万
象
が
詠
じ
こ
ま
れ
て
い
る
。

鴎
外
漢
詩

の
全
体
的
な
特
徴

は
な
に
か
。
そ
れ
は
漱
石
の
漢
詩
と
比
較

し
て
み
れ
ぽ
は

っ
き
り
わ
か
る
。
漱
石

の
詩

は
主
と
し
て
自
我
ま
た
は
人

生
に
対
す
る
思
索

で
あ
り
、
日
本
近
代
詩

の
正
統
を
漢
詩

の
形
で
貫

い
た

も

の
だ
と
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
漱
石

の
漢
詩

は
主
観
的

で
あ
り
、
日
本

的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
鴎

外
の
漢
詩
は
、
社
会

の
現
実
と
緊
密
な
関

係
を
も

つ
中
国
詩
歌

の
正
統
精
神

に
近

い
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
客
観

的
で
あ
り
、
中
国
的

で
あ
る
。

二
人
の
詩

に
は
、
特
徴

の
違

い
こ
そ
あ
れ
、

二
人
と
も
第

一
級

の
漢
詩
人
で
あ
る
こ
と

に
は
変
り
は
な
い
と
思
う
。

私
の
考
え

で
は
、
鴎
外
文
学
は
三
本

の
柱

か
ら
成

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

日
本
文
学
、
西
洋
の
近
代
文
学
と
漢
文
学
、

つ
ま
り
中
国
の
古
典
文
学
で

あ
る
が
、
な
か
で
も
漢
詩
文

に
よ
る
漢
文
学
は
鴎
外
文
学
の
土
台

で
あ
り
、

出
発
点
で
も
あ

っ
た
。
実
際

の
と
こ
ろ
鴎
外
の
文
学
創
作
活
動
は
青
年
期

の
漢
詩
文

の
制
作

か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
も

の
だ
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
鴎
外
と
中
国
文
化
と

の
つ
な
が
り
を
全
面
的
に
論
ず
る
に

は
、
そ
の
漢
詩
文
及
び
中
国

の
古
典
に
も
と
つ
い
て
創
作
し
た
歴
史
小
説

「魚
玄
機
」
と

「寒
山
拾
得
」
な
ど
が
研
究

の
対
象

に
な
る
ば

か
り
で
な

く
、
そ
の
他

の
す

べ
て
の
作
品
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、

対
象

の
巨
大
さ
と
ス
ペ
ー
ス
の
制
限
で
と
て
も
出
来
ず
、
今
回
は
と
り
あ

え
ず
そ
の
漢
詩
に
限

っ
て
鴎
外
と
中
国
文
化
と
の
っ
な
が
り
の
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
を
描

い
て
み
た
い
と
思
う
。

中
日
両
国
間

の
文
化
交
流
は
二
千
年
の
長
き

に
わ
た

っ
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
本
稿

の
用
例
と
し
て
上
げ
て
い
る
詩
語
の
中
に
、
鴎
外
が
そ

の
出
所

の
古
典
か
ら
直
接
学
び
取

っ
た
も

の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
長
年

の
交
流

の
堆
積
と
し
て
日
本
知
識
層

の
教
養
に
な

っ
て
い
る
も
の
な

の
か
、

判
別

の
つ
か
な
い
も

の
も

一
部
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
も
結
局
は
中

国
の
古
曲
ハに
来
源
す
る
も
の
な

の
で
、
敢
え
て
用
例
と
し
て
使
う
こ
と
に

し
た
次
第

で
あ
る
。

一
、
中
国
古
典
経
史
の
素
養

鴎
外
漢
詩
を
研
究
し
て
い
る
と
、

い
つ
も
そ
の
造
詣
の
深
さ
に
驚

か
さ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

の
詩

に
使
わ
れ
て
い
る
詩
語
、
典
故
か
ら
見
て
、
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鴎
外

は
中
国

の
代
表
的
な
古
典
経
史
の
ほ
と
ん
ど
を
熟
知
し
て
い
る
と
言

え
る
か
ら
で
あ
る
。

次

に
、
そ
れ
ぞ
れ

一
、
二
の
例
を
挙
げ
て
、
そ
の

一
斑
を
窺

っ
て
み
よ

う
。

せ
い
は
い

と
う
ね
ん

い
ち
む

き

成
敗
當
年
歸

一
夢

成
敗

当
年

一
夢
に
帰
し

か
ん
え
ん

ば
く
ば
く

け
い
し
ん

と
ぎ

寒
烟
漠
々
鎮
荊
榛

寒
煙

漠
々
と
し
て

荊
榛
を
鎖
す

た
れ

は
か

へ
ん
か
い

り
ゆ
う
じ
よ
う

き
や
く

誰
圖
邊
海
龍
驤
客

誰
か
図
ら
ん

辺
海

竜
驤
の
客
の

o

o

〔四
〇
〕

(-

)

び
よ
う
ど
う

ひ
よ
う

へ
ん

ひ
と

な

又
作
廟
堂
豹
變
人

ま
た
廟
堂
の
豹
変
の
人
と
作
ら
ん
と
は

右
は
、
『後
北
游
日
乘
』

に
収

め
ら
れ
た
詩
で
、
函
館

の
五
稜
廓
を
参

観
し
た
と
き
の
懐
古

の
作
で
あ

る
。
第
三
句

の

「竜
驤
」
は
、
中
国
古
代

の
海
軍
を
司
る
将
軍

の
官
名
だ
が
、
「竜
驤

の
客
」
で
幕
末

の
海
軍
高
官

榎
本
武
揚
を
さ
す
。
榎
本
は
、

五
稜
廓

の
合
戦

で
官
軍
に
降
伏
し
、
維
新

後
ま
た
高
官

に
な

っ
た
人
物
で
あ
る
。
第
四
句

の

「豹
変

の
人
」
も
、
ま

た
、
同
じ
く
榎
本
武
揚
を
さ
す
。

と
こ
ろ
が
、
「豹
変
」
と
い
う
言
葉
は
、
『易
経
』
の

「君
子
豹
変
」
か

ら
来

て
い
る
。
「君
子
豹
変
」

と
は
、
も
と
も
と
、
君
子
が
過
ち
を
改
め

て
、
善
に
移

る
こ
と
が
き
わ
だ

っ
て
は

っ
き
り
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味

だ
が
、
鴎
外

の

「豹
変
人
」
は
、
榎
本
武
揚
の
政
治
的
急
変
ぶ
り
を
い
っ

た
も

の
で
あ
ろ
う
。

『易
経
』
は
、
易
、
ま
た
は
周
易
と
も

い
う
。
儒
学

の
基
本
的
経
典
と
し

て
の
五
経

の

一
つ
で
あ
り
、
万
物

の
変
化
と
倫
理

の
関
係
を
説
く
古
典
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
難
解
な
本
だ
が
、
ま
た
、
奥
行
き

の
深
い
、

包
括
し
な

い
も
の
は
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
広
大
な
内
容
を
も

つ
書
物
で

も
あ
る
。
五
経

の
ト
ッ
プ
に
堆
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

君
不
見

む

日
午
日
馬
乾
之
象

む

む

コ

　
ゴ
ロ

由
來
健
行
不
敢
遲

君
見
ず
や

こ

い

ば

い

け
ん

し
よ
う

午
と
日
い
馬
と
日
う
は
乾
の
象

ゆ

ら
い

け
ん
こ
う

お
そ

由
来

健
行
敢
え
て
遅
か
ら
ず

こ
れ
は
、
留
学
時
代
、
午
日
午
時

(二
日
の
お
昼

の
十
二
時
)

に
生
ま

れ
た
友
達

の
子
供

の
誕
生
日
を
祝
う
詩
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
印
を

つ
け
た

「乾
」
「健
行
」
は
、
い
ず

れ
も

『易
経
』
の

「乾
卦
」
か
ら
来

て
い
る
。
乾
と
は
、
天

・
日

・
天
子

・
男

・
父
な
ど
陽

の
気
の
も

の
を
象

徴
す
る
。
そ
の
反
対
が
坤
で
あ
る
。
「健
行
」
は
、
堅
実
で
強

い
意
だ
が
、

て
ん
こ
う

こ
こ
で
は
、
子
供
が
、
健
や
か
に
そ
だ

つ
意
で
、
『易
経
』

の

「
天
行

は

け
ん

く
ん
し

も

つ

み
ず
か

つ
と

や

健
な
り
。
君
子
以

て
自
ら
強
め
て
息
ま
ず
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
ち
な
み

み
ず
か

つ
と

や

に

「自
彊
不
息

(自
ら
強
め
て
息
ま
ず
)
」
は
、
鴎
外

の
晩
年

に
至
る
ま

で
の
愛
好
の
語
で
あ

っ
た
。
彊
は
強
に
同
じ
。

鴎
外
は
、
『易
経
』
を
よ
く
勉
強
し
た
よ
う
で
あ
る
。
森
潤
三
郎

の
著

書
に
も

「前
年
か
ら
隣
家
に
文
科
大
学
教
授

で
、
当
時
猶
結
髪
し
て
い
る

根
本
通
明
翁
が
移
轉
し
て
來
ら
れ
た
の
で
、
兄
は
時
々
往

っ
て
周
易

の
講

(
2
)

を

開

い
た

。
」

と

記

す

。

盪
滌
何
憂
無
祕
策

と
う
で
き

な
ん

う
れ

ひ

さ
く

盪
滌

何
ぞ
憂
え
ん

秘
策
無
き
こ
と
を
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む

む

ニ

　
　
ロ

た

か
な

と

た
ん

み
ん
り
よ
う

が

い

唯
悲
塗
炭
害
民
良

唯
だ
悲
し
む

塗
炭
に
民
良
を
害
す
る
を

右
は
、
日
露
戦
争
従
軍
中
に
作
ら
れ
た
七
絶

の
第
三
、
四
句

で
あ
る
。

ロ
シ
ヤ
軍
を
打
ち
負
か
す
良
策
が
、
別
に
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
争

に
よ

っ
て
戦
場
と
な

っ
た
中
国

の
庶
民
に
禍

い
を
も
た
ら
す
こ
と
を
恐
れ

る
だ
け
だ
、
と
い
う
よ
う
な
意

味
で
あ
る
が
、
「塗
炭
に
民
良
を
害
す
」

お

は
、
『書
経
』

(尚
書
と
も
い
う
)

の

「民
、
塗
炭

に
墜

つ
」
に
も
と
つ
く
。

塗
炭
と
は
、
ど
う
に
ま
み
れ
、
火
に
焼
か
れ
る
苦
し
み
、
非
常
な
難
儀
の

意

で
あ
る
。

『書
経
』
も
五
経
の

一
つ
で
あ
り
、
中
国
上
代
、

つ
ま
り
堯

・
舜

の
時
代

か
ら
、
夏
殷
を
経
て
、
周
代

に
至
る
問

の
歴
史
に
関
す
る
書
物
で
あ
る
。

り
ゆ
う
ほ
う

が

昨
迎
龍
鳳
駕

昨

竜
鳳
の
駕
を
迎
え

む

む

ロ
ニ
　

り
ん
げ
ん

く
だ

は
い

今
拜
綸
言
下

今

綸
言
の
下
る
を
拝
す

明
治
十
四
年

(
一
八
八

一
)
、
明
治
天
皇
を
詠
じ
た
詩

の
中

の
句

で
あ

ら
い
き

し

い

る
。
「綸
言
」
は
、
五
経

の

一
つ
で
あ
る

『礼
記
』

の

「緇
衣
」
に
見
え

る
語
。
『礼
記
』
は
、
周
末
秦
漢
時
代

の
礼

に
関
す
る
理
論
及
び
実
際
を

記
録
編
集
し
た
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
に

「
王
言
、
糸

の
如
く
、
其
の
出
つ

る
は
、
綸

の
如

し
」
と
あ
る
。

「綸
言
汗

の
如

し
」
と
使
わ
れ
て
い
る
如

く
、
天
子
の
こ
と
ば
は
、

一
度
出
る
と
、
取
り
消
し
た
り
改

め
た
り
は
で

き
な

い
と
さ
れ
る
が
、
鴎
外

の
詩

の

「綸
言
」
と
は
、
明
治
天
皇
が
明
治

二
十
三
年

に
出
し
た
国
民
選
挙
実
施

の
詔
書
を
い
う
。

む

む

む

ニ

　
ニ
ロ

へ
い
ぜ

い

た

さ

ら
い

し
よ
く

平
生
唯
厭
嗟
來
食

平
生

唯
だ
嗟
来
の
食
を
厭
う
の
み

こ
れ
は
、

一
橋
同
窓
会
幹
事

に
寄

せ
た
戯
作
詩

の
中

の
句

で
あ
る
。

「嗟
來
食
」
は
、

『礼
記
』

の

「
檀
弓
」
「嗟
來

三
食
」
と
い
う
言
葉

に
も

と
つ
く
語
で
、
あ
わ
れ
ん
で
あ
あ
、
来
て
食
え
と
い
い
、
礼
儀
を
欠

い
て

あ
た
え
る
食

べ
物

の
意
で
あ
る
。

『春
秋
左
氏
伝
』
は
、
略
し
て
左
伝
と
も

い
う
が
、
こ
れ
も
、
鵬
外

の
愛

読
し
た
中
国
古
典

の

一
つ
で
あ
る
ら
し
い
。
奥
野
信
太
郎

の

「
鴎
外
に
お

け
る
中
国
文
学
の
位
置
」
に
も

「殊

に
彼
が
好
ん
で
愛
読
し
た
と
思
わ
れ

る
春
秋
左
氏
伝
」
と
い
う
ふ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
左
伝
か
ら
の
用
例

を
見
て
み
よ
う
。　

む

む

コ

ま
ニ
ロ

ほ
う
ぎ

と
も

き

さ
ん
せ
つ
ぴ

方
技
與
期
三
折
臂

方
技
は
与

に
期
さ
ん
三
折
臂

台
湾
滞
在
中
、
友
達

の
早
川
峡
南
氏

に
贈

っ
た
七
律

の
中

の
句

で
あ
る
。

早
川
氏
は
、
日
清
戦
争

の
時
、
鴎
外
と
と
も
に
従
軍
し
た
軍
医
で
、

こ
の

句
は
、
医
術

の
向
上
は
、
経
験
、
と
く

に
失
敗
の
経
験

の
積
み
か
さ
ね
に

よ
る
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
「
三
折
臂
」
は
、
『左
伝
』
「定
公
十
三
年

ひ
じ

伝
」

の

「三
た
び
肱
を
折

っ
て
、
は
じ
め
て
良
医
と
な
る
を
知
る
」
を
ふ

ま
え
て
い
る
。

む

む

　
ニ
　
こ

り
よ
う
し

ろ
う
き
ん
だ
い

お

我
推
良
史
老
琴
臺

わ
れ
は

良
史
の
老
琴
台
を
推
さ
ん
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晩
年
の
作
品

「東
條
琴
臺
題
詩
」

の
最
後

の
句
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
東

條
琴
臺
を
、
良
史
だ
と
い

っ
て
賛
え
た
が
、
こ
の

「良
史
」
と

い
う
言
葉

は
、
『左
伝
』
「宣
公
二
年
伝
」

の

「孔
子
曰
く
、
薫
狐
、
い
に
し
、兄
の
良

史
な
り
」
に
も
と
つ
く
が
、
も
と
は
、
孔
子
が
春
秋
時
代
の
有
名
な
史
官

薫
狐
を
賞
賛
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

『論
語
』
は
、
孔
子
や
孔
子
の
門
弟

の
言
行
を
記
し
た
も
の
で
、
儒
家
の

聖
典
と
さ
れ
て
い
る
。
年
譜
に
よ
る
と
、
鴎
外
が

『論
語
』

の
素
読
を
受

け
た
の
は
、
五
歳

の
時

で
あ

っ
た
。
『論
語
』
は
、
鴎
外
が
出
会

っ
た
最

初

の
漢
籍

か
も
知
れ
な
い
。

八
面
明
徹

本
是
吾
文

僅
窺

一
側

む

む

む

　

ニ

ニ
ニ

　

夫
子
自
云

は
ち
め
ん

め
い
て

つ

八
面

明
徹
な
る
は

も
と

わ

ぶ
ん

本

是
れ

吾
が
文
な
り

わ
ず

い
つ
そ
く

の
ぞ

僅
か
に

一
側
を
窺
み
て

ふ
う
し

み
ず
か

い

夫
子

自
ら
云
う

こ
た

「今
井
武
夫
君
に
答
う
」
と
い
う
四
言
古
詩
の

一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

医
学
の
統
計
問
題
を
め
ぐ
る
今

井
武
夫
と
の
論
争
を
詠
じ
た
詩
だ
が
、
右

の
四
句
は
、
僕

の
論
文
は
、
も
と
も
と
、
き
わ
め
て
明
白
な
も

の
な
の
に
、

君
は
、
わ
ず
か
に
そ

の
一
端
を
と
り
あ
げ

て
、
勝
手

に
も
の
を

い
っ
て
い

る
の
だ
、
と

い
う
よ
う
な
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「夫
子
自
ら
云
う
」

は
、
『論
語
』
「憲
問
第
十
四
」

の

「夫
子
自
道

(孔
子
が
自
分

の
こ
と
を

自
分
で
い
っ
た
と

い
う
意
)
」

か
ら
来
た
も
の
だ
が
、
鴎
外
の
詩

で
は
我

田
引
水

の
意

で
使
わ
れ
て
い
る
。

我
愛
高
橋
子

耿
介
拔
時
流

む

む

好
古
如
食
色　

ニ
ニ
ニ
　

夙
夜
苦
窮
捜

わ
れ

こ
う
き
よ
う
し

我
は
愛
す

高
橋
子
の

こ
う
か
い

じ
り
ゆ
う

ぬ

耿
介

時
流
を
抜
く
を

こ
ひつ
こ

好
古
は

食
色
の
如
く

し
ゆ
く
や

き
ゆ
う
そ
う

夙
夜

窮
捜
に
苦
し
む

「高
橋
子
」
は
、
高
橋
健
自

の
こ
と
で
、
『歴
史
圖
録
』

の
著
者
で
あ
る
。

大
正
八
年

(
一
九

一
九
)
の
秋
、
鴎
外
は
、
古
都
奈
良

へ
出
張
す
る
間

に

こ
の
著
書
を
読
み
、
深
く
感
動
し
、
そ

の
感
動
を
長
詩
に
詠
じ
た
。
右

に

引
用
し
た
の
は
、
そ
の
冒
頭
の
四
句
で
あ
る
。
「高
橋
氏
は
、
俗
世
に
ぬ

き
ん
で
た
、
す
ぐ
れ
た
志
を
持

つ
方
で
、
歴
史
学
と
考
古
学
に
没
頭
し
て

い
る
」
と

い
う
大
意
だ
ろ
う
が
、
第
三
句

の

「好
古
」
は
、
『論
語
』
「述

い
に
し
え

而
第
七
」

の

「述
而
不
作
、
信
而
好
古

(述

べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て

古

を
好
む
)」
と
い
う
孔
子

の
言
葉
に
も
と
つ
く
。
古
典
を
祖
述
す
る
だ
け

で
、
新
説
を
創
作
せ
ず
、
昔
の
こ
と
を
信
じ
て
愛
好
す
る
と

い
う
の
が
、

孔
子

の
言
葉

の
本
来

の
意
味
で
、
こ
れ
は
、
ま
た
、
儒
学
を
や
る
基
本
だ

と
も
言
わ
れ
る
が
、
鴎
外
が
こ
こ
で
こ
の
言
葉
を
使

っ
た
の
は
、

た
だ
歴

史
学
と
考
古
学

へ
の
高
橋
氏
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
情
熱
を

い
お
う
と
し
た

も

の
で
あ

る
。

昔
有
納
貢
客

千
里
來
維
舟

む
か
し

の
う
ぐ

き
ゃ
く

昔

納
貢
の
客
有
り

ふ
ね

つ
な

千
里
来
た
り
て
舟
を
維
ぐ
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齎
書
儒
與
釋

む

む

む

む

む

　ニ
ニ
ニ
ロ

傳
誦
速
置
郵

し
よ

も
た
ら

じ
ゆ

し
や
く

書
を
齎
す

儒
と
釈
と

で
ん
し
よ
う

ち

ゆ
う

す
み

伝
誦

は
置
郵
よ
り
も
速
や
か
な
り

さ

っ
き
の
例
と
同
じ
く
、
高
橋
健
自

『歴
史
圖
録
』
を
詠
じ
た
詩
か
ら

の
引
用
で
、
第
四
句
は
、
伝
わ
る
こ
と
は
、
飛
脚
な
ど
で
物
や
文
書
を
伝

送
す
る
よ
り
も
速

い
と
い
う
意

だ
が
、
『孟
子
』

の
言
葉

に
よ
る
も

の
で

こ
う
そ
ん
ち
ゆ
う

し

あ
る
。
『孟
子
』
「公
孫
丑

篇

上
」
に
は
、
孔
子

の
話

を
伝
え
て
、

「
子

い
わ

と
く

り
ゆ
う
こ
う

ち

ゆ
う

め
い

つ
た

す
み

曰
く
、
徳

の
流
行
は
、
置
郵
し

て
命
を
伝
う
る
よ
り
も
速
や
か
な
り
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

翻
思
海
嶋
孤
亭
夜

　

む

ニ

ニ
コ
ロ

逐
客
相
遇
話
杞
憂

ひ
る
が
え

か
い
と
う
こ

て
い

よ

翻

っ
て
思
う

海
島
孤
亭
の
夜

ち
く
き
や
く

あ
い
あ

き

ゆ
う

逐
客

相
遇
う
て

杞
憂
を
話
せ
し
を

代

に
出
来

た
と
さ
れ
る
、
中
国
古
典

の

一
つ
で
あ
る

『列
子
』
「天
瑞
」

の

「杞
の
人
、
天
を
憂
う
」

の
話
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国

語

で
は

「杞
人
憂
天
」
ま
た
は

「杞
憂
」
と
い
う
言
葉

に
な
る
が
、
日
本

語

で
は

「杞
憂
」
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ふ

つ
う
は
取
越
苦
労
と

い
う
意
味

に
使
わ
れ
る
が
、
た
だ
心
配
事
だ
と

い
う
意
味
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
、

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

む

む

む

　

宛
然
鵬
翼
奮
南
溟

驚
見
嘲
風
筆
有
靈

説
到
今
年
漁
史
夢　

ニ
ニ
　
ロ

始
知
醒
客
未
曾
醒

さ
な

ほ
う
よ
く

な
ん
め
い

ふ
る
う

ご
と

宛
が
ら
鵬
翼
の
南
溟
に
奮
が
然
し

お
ど
ろ

ち
よ
う
ふ
う

ふ
で

れ
い

驚
き
て
見
る

嘲
風
の
筆
に
霊
有
る
を

ぎ
よ
し

と

い
た

今
年
の
漁
史
の
夢
に
説
き
到
れ
ば

せ
い
き
や
く

い
ま

か
つ

さ

始

め
て
知
る

醒
客

の
未
だ
曾
て
醒
め
ざ

る

を
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鴎
外
は
、
ド
イ
ッ
で
の
留
学
生
活
を
終
え
て
、
帰
国
途
中

の
ロ
ソ
ド

ソ

で
、
東
京
を
追
わ
れ
た
尾
崎
行
雄

に
め
ぐ
り
合

っ
た
が
、
尾
崎

か
ら
新
著

の

『退
去
日
録
』
を
も
ら

っ
た
返
礼

に
、
七
絶
を
四
首
作

っ
て
贈

っ
た
。

右

の
詩
句

は
、
そ
の
第
四
首

の
最
後

の
二
句
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
の

「逐
客
」
、

つ
ま
り
追

い
は
ら
わ
れ
た
人

は
、
は

た
し
て
尾
崎

一
人
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
鴎
外
を
含
む
二
人
な
の
か
、

日
本

の
関
係
学
界
で
は
、
意
見
が
分
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、

拙
著

『森
鴎
外

の
漢
詩
』
の
上
巻
二
六
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
と
思
う
が
、

こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う

の
は
、
「杞
憂
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
「杞

憂
」
と
い
う
言
葉
は
、
偽
作
だ

と
い
う
説
も
あ
る
が
、
ふ
つ
う
は
戦
国
時

い
ま

か
つ

さ

「未
だ
曾
て
、
醒
め
ず
」
と
題
す
る
七
絶
だ
が
、
論
争
を
詠
じ
た
詩
だ
と

思
う
。
論
争

の
相
手
は
不
明

で
あ
る
。
鴎
外

は
、
こ
の
詩

で
、
今
井
氏

は

自
分
だ
け
が
醒
め
た
人
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
、
ま
だ
眠

り
か
ら
醒
め
て
い
な
い
ん
だ
よ
と
、
ふ
ざ
け
た
調
子
で
相
手
を
か
ら
か

っ

て
い
る
。

しよ
レフよ
う

と
こ
ろ
で
、
第

一
句
の

「鵬
翼
の
南
溟

に
奮
う
」
は

『荘
子
』
「逍

遥

ゆ
う

へ
ん

ほ
う

な
ん

め
い

う
つ

遊
篇
」
の

「鵬

の
南
冥

(南
方
の
大
海
)
に
徙
ろ
う
と
す

る
と
き
は
水

の

上
を
は
ば
た
く
こ
と
三
千
里
、

つ
む
じ
風

に
ま
た
が

っ
て
飛
び
上
る
こ
と

九
万
里
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『荘
子
』
と
は
、
戦
国
中
期

の
道
家
荘
周
と
そ
の

一
門

の
思
想
を
記
し
た
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も

の

で
あ

る
。

荘

周

は
、

老

聘

(老

子
と

い
う
)

と

い

っ
し

ょ

に

「
老

荘

」

と

呼

ば

れ
、

道

家

の
開

祖

と

見

ら

れ

る

。

ち

な

み

に
、

老

子

に

は
、

『
老

子

(道
徳

経

と
も

い
う
)
』

と

い
う

著

書

が

あ

る
。

　

　

き

き

ち
か
ら

お
と
ろ

騏
驥
力
不
衰

騏
驥

力
は
衰
え
ず

む

む

　
ニ
ニ
　
　

は

べ
つ

ち

ぢ

う
ら

跛
鼈
憾
遲
々

跛
鼈

遅
々
た
る
を
憾
み

も
つ

か
ん

か

し
よ
う
け
い
し

ふ
く

長
詩

「詩
を
以
て
柬
に
代
え
松
渓
子
に
復
す
」
の
中

の
二

つ
の
詩
句

で

あ
る
。
「
騏
驥
」
は
、
す
ぐ
れ

た
馬

で
、
す
ぐ
れ
た
才
能
を
持

つ
松
渓
子

に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
『荀

子
』

の

「勧
学
篇
」

の

「騏
驥

一
躍
不
能

十
歩

(す
ぐ
れ
た
馬
で
も
、
ひ
と
飛
び
で
は
十
歩
を
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
)
」
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ

っ
て
、
ど
ん
な
に
賢

い
人
で
も
順
序
を
追

っ
て
学
ぽ

ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う

た
と
え

か
ら
出

た
語
。
「跛
鼈
」
も

『苟
子
』

に
見
え
る
語

で
、
「修

身
篇
」

の

「
跛
鼈
千
里
」
か
ら
来
て
い
る
。

「跛
鼈
千
里
」
と
は
、
足
を
ひ
き
ず

る
す

っ
ぽ

ん
で
も
、
歩
き

つ
づ
け
れ

ば
千
里
を
行
く
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
た
ゆ
ま
ず
努
め
て
中
途
で
や
め
な

け
れ
ぽ
、
お
ろ
か
な
者
で
も
成

功
す
る
た
と
え
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
自
分

を

「
跛
鼈
」
に
た
と
え
て
、
進
歩

の
遅

い
こ
と
を
嘆

い
て
い
る
。

用
兵
之
道

傳
自
西
方

疇
若
厥
事

よ
う

へ
い

み
ち

用
兵
の
道

せ
い
ほ
う

つ
た

西
方
よ
り
伝
わ
る

た
れ

そ

こ
と

し
た

疇
か
厥

の
事
に
若
が

い
し

む

　

　
　
　
　
ロ

だ
い
お
う

ら
ん
し
よ
う

乃
翁
濫
觴

乃
翁
は
濫
觴
な
り

「大
嶋
先
生
銅
像
」
と
題
す
る
詩

の
は
じ
め
の
四
句

で
、
大
嶋
氏
の
父
親

が
西
洋

の
軍
事
学
を
最
初

に
日
本
に
紹
介
し
た
こ
と
を
た
た
え
た
も
の
。

第
四
句

の

「濫
觴
」
は
、
『荀
子
』
の

「
子
道
篇
」

の

「其
源
可
以
濫

觴

(揚
子
江

の
よ
う
な
大
河
も
、
そ
の
源
は
、
さ
か
ず
き
か
ら
溢
れ
る
よ

う
な
僅

か
な
流
れ
で
あ
る
)
」
か
ら
来
て
お
り
、
物
事

の
は
じ
め
の
た
と

え
で
あ
る
。

『荀
子
』
は
、
戦
国
末
期

の
学
者
荀
況
の
書
で
あ
る
。
荀
況
は
、
孟
子
に

つ
ぐ
大
儒
で
あ

っ
て
、
孟
子
の
性
善
説

に
対
し
て
、
性
悪
説
を
唱
え
た
人

で
あ
る
。

鴎
外
は
、
郷
里
に
い
た
こ
ろ
、
「左
国
史
漢
」、
す
な
わ
ち
、
左
伝
、
国

語
、
史
記
、
漢
書
と

い
っ
た
、
中
国
古
代
の
代
表
的
な
歴
史
書
を
愛
読
し

て
い
た
。
こ
れ
ら

の
書
物
は
、
歴
史
書

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
文
学
書
で

も
あ
り
、
昔
は
、
文
章
家

の
必
読

の
書
物
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
書

物

の
中
で
、
も

っ
と
も
鴎
外

に
影
響
を
与
え
た

の
は
、
漢

の
司
馬
遷

の

『史
記
』
だ

っ
た
ろ
う
。
鴎
外
晩
年

の
写
実
的
史
伝
文
学

『澀
江
抽
齋
』

な
ど
は
、
明
ら
か
に

『史
記
』
の
列
伝

の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
彼

の
漢
詩
に
は
、
『史
記
』

に
見
え
る
典
故
や
用
語
が
十
数
例

見
え
て
お
り
、
ど

の
中
国
古
典
よ
り
も
多
い
こ
と
は
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
。

次

に
、
そ
の
中

の
二
例
を
挙
げ
る
。

鵬
翼
同
披
海
外
雲

ほ
う
よ
く

と
も

ひ
ら
く

鵬
翼
も
て
同
に
披

海
外
の
雲

193



談
兵
未
已
又
論
文

奇
縁
何
日
曾
相
結

　

む

　　
　
　

不
是
人
間
燕
雀
群

へ
い

だ
ん

い
ま

や

ま
た

ぶ
ん

兵
を
談
じ
て
未
だ
已
ま
ざ
る
に

又

文
を

諏
ず

纛

解
れ
の
即
に

轡

櫺

綫
ぽ
ん

や

じ

ん
か
ん

え
ん
じ
や
く

ぐ
ん

是
れ
人
間
の
燕
雀
の
群
な
ら
ず

ド
イ

ッ
へ
留
学

に
行
く
途
中

作

っ
た
七
絶

で
あ
る
。
同
じ
船
で
い
っ
し

ょ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
行
く
青
年
た
ち
は
、
み
な
た
だ
も
の
で
は
な
く
、

大
き
な
志
を
持

つ
も

の
ぼ
か
り
だ
、
と
い
う
の
が
大
意
だ
が
、
最
後

の
句え

ん

の

「燕
雀
」
は
、
『史
記
』
「陳

渉
世
家
」

の

「燕
雀
安
知
鴻
鵠
之
志

(燕

じ
や
く

こ
う
こ
く

雀
、
い
ず
く
ん
ぞ
、
鴻
鵠

の
志

を
知
ら
ん
や
)
」
を
ふ
ま
、兄
て
い
る
。
燕

雀

は
、
小
鳥

で
、
志

の
小
さ
い
人

の
た
と
え
で
あ
り
、
鴻
鵠
は
、
大
鳥
で
、

大
志
を
持

つ
人
の
た
と
え
で
あ

る
。

た
だ
し
お
そ

よ

か
い
か
い

但
懼
世
債
債

但

懼
る

世
は
債
々
と
し
て

む

む

む

む

む

ロ
ニ
ニ
ニ
ロ

め
い
し
ゆ

あ
ん
ち
ゆ
う

と
う

明
珠
暗
中
投

明
珠
の
暗
中
に
投
ず
る
を

高
橋
健
自

『歴
史
圖
録
』
を
詠
じ
た
詩
に
見
え
る
二
句
で
、
世
の
中
が

良
く
な
い
た
め
、
す
ぐ
れ
た
才
能
を
持

つ
高
橋
氏
が
不
遇
で
あ
る
と

い
う

意
だ
が
、
第
二
句
は
、
明
珠
暗
投
と
い
う
成
語
を
い
か
し
た
も
の
で
あ

っ

す
う
よ
う
で
ん

て
、
も
と
も
と
は
、

『史
記
』
「
鄒
陽
伝
」

に
見
え
る
言
葉

で
あ
る
。

い
か

な
る
立
派
な
玉

で
も
、
や
み
夜

に
人
の
前

に
投
げ
出
す
と
、
人
は
、
た
だ

ち
に
取
ろ
う
と
は
し
な
い
で
、

お
ゼ
ろ
き
あ
や
し
む
と
い
う
原
意
だ
が
、

転
じ
て
、
立
派
な
才
能
を
い
た
だ
い
て
い
る
者
が
、
認
め
ら
れ
ず
、
不
遇

で
あ
る
た
と
え
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。

ば
ん
か
ん

ぶ
ん
し
よ
う

む

よ
う

そ
く

萬
卷
文
章
屬
無
用

万
巻
の
文
章
は

無
用
に
属
し

む

む

む

ニ

ニ
ハ
ロ

た

せ
き
け
つ

ひ
と

お
と
が

い

と

多
君
隻
関
解
人
頤

多
と
す

君
が
隻
関

人
の
頤
を
解
く
を

歌
姫
を
詠
じ
た
ベ
ル
リ
ン
留
学
時
代

の
七
絶

の
第
三
、
四
句

で
あ
る
。

万
巻

の
本
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
何

の
役

に
も
立
た

な
い
が
、
歌
姫
の

一
曲

一
曲
は
、
私
た
ち
観
衆
を
お
お
い
に
楽
し
ま
せ
て

く
れ
た
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
と

い
う
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、
「解

人

頤
」
は
、
人
を
笑

わ
せ
、
楽
し
ま
せ
る
意

で
、
『漢
書
』
「匡
衡
伝
」

の

「匡
説
詩
、
解
人
頤

(匡
が
詩
を
説
け
ぽ
、
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
)」
に
も

と
つ
く
。

『漢
書
』
は
、
前
漢
の
歴
史
を
記
録
し
た
書
物

で
あ
る
が
、

こ
れ
も
、
鴎

外
が
幼
い
こ
ろ
読
ん
だ
中
国
古
曲
ハの

一
つ
で
あ
る
。

む

む

ち
か
ら

は
か

ま
さ

へ
き

量
力
且
蓮
甓

力
を
量
り
て

且
に
甓
を
運
ぽ
ん

ロニ
ニ
ニ
　

き
み

い

わ
れ

に

君
意
似
我
不

君
が
意
は
我
に
似
た
ら
ん
や

こ
れ
ま
で
た
び
た
び
例
を
引
い
た
が
、
高
橋
健
自

『歴
史
圖
録
』
を
詠

じ
た
長
詩

の
最
後
の
二
句

で
あ
る
。
僕
は
で
き
る
だ
け
頑
張
り
た
い
が
、

君
も
同
じ
だ
ろ
う
、
と
い
う
内
容
だ
が
、
「運
甓
」
と
い
う
言
葉
は
、
『晉

書
』
「陶
侃
伝
」
に
見
え
る
も
の
で
、
精
神
や
身
体
を
練
る
た
め
に
努
力
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す
る
意
味
で
あ
る
。
陶
侃

は
、
晉

の
名
将
で
あ
り
、
有
名
な
田
園
詩
人
陶

淵
明
の
曾
祖
父
で
あ
る
。
「運
甓

」
は
、
陶
侃
が
甓

(し
き
が
わ
ら
)
百
枚

を
朝
夕
に
運
ん
だ
と

い
う
故
事

に
も
と
つ
く
。
鴎
外

は
、
こ
こ
で
、
う
ま

ず
た
ゆ
ま
ず
努
力
す
る
意

で
そ
れ
を
使

っ
た
の
で
あ

る
。

な
お
、
『晉
書
』

は
、
西
晉
と
東
晉

の
正
史

で
あ
り
、
二
十
四
史

の

一

つ
で
あ
る
。

昂
々
未
折
雄
飛
志

む

む

む

む

　　
ニ
ロ

夢
駕
長
風
萬
里
船

む

む

む

む

む

萬
里
乘
長
風コ

　
ご
　　

胸
懷
何
濶
大

こ
う
こ
う

い
ま

く
じ

ゆ
う
ひ

こ
こ
ろ
ざ
し

昂
々

未
だ
折
け
ず

雄
飛
の

志

ゆ
め

が

ち
よ
う
ふ
う
ば
ん
り

ふ
ね

夢
に
駕
す

長
風
万
里
の
船

ば

ん
り

ち
よ
う
ふ
う

じ
よ
う

万
里
の
長
風
に
乗
ず

き
よ
う
か
い

な
ん

か
つ
だ

い

胸
懐

何
ぞ
濶
大
な
る

二
つ
の
詩
か
ら
引

い
た
例
で
あ
る
。
前

の
二
句

は
代
表
作

の
七
律

コ

笑
す
名
優
」
の
尾
聯

で
、
後

の
二
句

は
、
「友
人

の
独
逸

に
行
く
を
送

る
」

と
題
す
る
古
体
詩

の
第

一
、
二
句

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前

の
例

の

「長
風
万
里
」
も
、
後

の
例

の

「
万
里
の
長
風

そ
う
し
よ

そ
う
か
く
で
ん

に
乗
ず
」
も
、

い
ず
れ
も

『宋

書
』
「宗
愨
伝
」

に
由
来
す
る
。
少
年

の

愨
が
叔
父
宗
炳
に
将
来
の
志
を
問
わ
れ
た
ら
、
「願
わ
く
ぼ
、
長
風

に
乗

な
み

じ
て
、
万
里

の
浪
を
破
ら
ん
」
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
遠
く
ま
で

吹

い
て
行
く
大
風
に
乗
じ
て
果

て
し
な
い
大
海
を
乗
り
越
え
る
こ
と
、

つ

ま
り
、
大
業
を
成
就
す
る
、
大
き
な
志
を
い
だ
く
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

『宋
書
』
は
、
南
北
朝
時
代

の
宋
の
正
史

で
あ
り
、
梁

の
沈
約
が
勅
命
を

受
け
て
著
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
東
七
客
會
天
涯

里
昂
灣
頭
上
淨
植

む

む

爲
是
傾
葢
如
故
舊ニ

ニ
　
　

相
對
欲
忘
去
路
除

休
言
老
少
難
相
得

む

む

　ニ
　
　
ロ

傾
蓋
爲
歡
宿
昔
因

に
つ
と
う

し
ち
き
や
く

て
ん

は
て

日
東

の
七
客

天
の
涯
に
て
会

い

リ

ヨ
ン

わ
ん
と
う

ふ

さ

の
ぼ

里
昂
の
湾
頭

浮
橙
に
上
る

こ

た
め

が
い

か
た
む

ご
き
ゆ
う

是
れ
が
為

葢
を
傾
く
る
こ
と
故
旧
の
如
し

あ
い
た
い

き
よ
う

は
る

わ
す

相
対
し
て

去
路

の
除
か
な
る
を
忘
れ
ん
と

ほ
つ欲

す

い

な

ろ
う
し
よ
う

あ
い
え

が
た

言
う
休
か
れ

老
少
は
相
得
難
し
と

が
い

か
た
む

か
ん

な

し
ゆ
く
せ
き

い
ん

蓋
を
傾
け
て
歓
を
為
す
は
、
宿
昔

の
因
な
り

に
つ
と
う

し
ち
き
や
く

や
は
り
二
つ
の
詩
か
ら
引

い
た
例

で
あ
る
。
前
者

は
、
「日
東

の
七
客

の
歌
」

の
冒
頭

の
四
句
で
、

フ
ラ
ソ
ス
の
港
町

マ
ル
セ
イ

ユ
の
リ

ヨ
ソ
湾

で
、
い
っ
し
ょ
に
帰
国

の
船

に
乗

っ
た
七
人
の
留
学
生
が
、
は
じ
め
か
ら
、

古

い
友
達

の
よ
う
に
親
し
く

つ
き
合

っ
た
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。
後
者

は
、

ゆ

ゆ

そ
ん

「兪
楡
孫
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
る
詩

の
韻
に
次
す
」
と
題
す

る
、
晩
年

に
作

っ
た
七
律
の
冒
頭

の
二
句
で
、
年
輩

の
鴎
外
と
年
少

の
兪
と
の
間

の
忘
年

の
交
り
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

が
い

か
た
む

ご
き
ゆ
う

と
こ
ろ
が
、
前
者

の

「葢
を
傾
く
る
こ
と
故
旧
の
如
し
」
も
、
後
者

の

が
い

か
た
む

こ
う
し

け

ご

「
蓋
を
傾
け
て
」
も
、
『孔
子
家
語
』
「観
思
第

八
」

の

「
蓋
を
傾
け
て
語

る
こ
と
終
日
な
り
、
甚
だ
相
い
親
し
む
」
に
由
来
し
て
い
る
。
葢
は
、
蓋

の
異
体
字
で
あ
り
、
車

の
お
お
い
で
あ

る
。
「傾
蓋
」
は
、
孔
子
が
程
子

と
路
上
で
出
会
い
、
た
が

い
に
車

の
ほ
ろ
を
傾
け
て
親
し
く
語
り
合

っ
た
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と
い
う
故
事

に
も
と
つ
く
も
の
だ
が
、

一
見
し
て
親
し
く
交
わ
る
意
で
使

わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
『孔
子
家
語
』
は
、
孔

子
の
言
行
や
門
人
と
の
問
答
を
書

い
た

も
の
で
あ
る
が
、
魏

の
王
肅
の
偽
作
だ
と
い
う
説
も
あ
る
。

臥
龍
既
死

能
却
魏
軍

簡
冊
歴
々

曾
傳
三
分

赳
々
武
夫ニ

　
ニ
ロ

拒
戰
太
勤

が
り
ゆ
う

す
で

し

腓
竜

既
に
死
せ
ど
も

よ

ぎ

ぐ
ん

し
り
ぞ

能
く
魏
軍
を
却
く

か
ん
さ
く

れ
き
れ
き

簡
冊
は
歴

々
た
り

か

つ

さ
ん
ぶ
ん

つ
た

曾
て
三
分

を
伝
う

き
ゆ
う
き
ゆ
う

ぶ

ふ

赳

々
た
る
武
夫

い
く
さ

ご
ば

は
な
は

つ
と

戦
を
拒
む
こ
と

太
だ
勤

め
た
り

こ
れ
は
、
鴎
外
が
、
今
井
武
夫
と
医
学
統
計
を
め
ぐ
る
論
争
を
詠
じ
た

第
二
首

の
詩

の
冒
頭

の
部
分
で
あ
る
。
臥
竜
先
生
と
呼
ぼ
れ
た
諸
葛
孔
明

は
、
死
ん
だ

の
ち
も
、
な
お
か

つ
魏
の
大
軍
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
た
、

た
け
お

君
は
武
夫
と
名
乗

っ
て
い
る
く
せ
に
、
ど
う
し
て
正
々
堂
々
と
戦

い
に
応

じ
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
大

意
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第

一
、
二
句

の
話
は
、
南
北
朝
時
代

の
宋

の
人
裴
松
之
が

晉

の
陳
寿

『三
国
志
』
「諸
葛
亮
伝
」
に
付
け
た
注

に
見
え
る
。
後
世

の

史
書

『通
鑑
綱
目
』
と

『十
八
史
略
』
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
葛
亮

の

率

い
る
蜀

の
大
軍
が
、
司
馬
仲

達
の
率

い
る
魏

の
大
軍
と
五
丈
原

(陝
西

省
宝
難
県
の
東
南
)
で
最
後

に
対
陣

し
た
と
き

の
話
だ
が
、
孔
明
が
、
陣

中

の
疲
れ
で
な
く
な

っ
た
。
孔
明

の
後

つ
ぎ

の
姜
維
が
孔
明

の
遺
言

に
従

い
、
孔
明
の
等
身
像
を
陣
中
に
立

て
な
が
ら
大
軍
を
撤
退
さ
せ
た
。
孔
明

が
す
で
に
死
ん
だ
と
の
う
わ
さ
を
耳
に
し
た
仲
達
は
、
魏

の
大
軍
を
率

い

て
追

っ
て
来
た
が
、
蜀
軍

の
孔
明
の
等
身
像
を
見
て
、
ま
た
、
だ
ま
さ
れ

た
と
思

い
、
追
撃
を
や
め
た
と

い
う
。
こ
の
話

は
、
『三
国
志
演
義
』

の

大
衆
小
説
な
ど

に
よ

っ
て
中
国
の
民
間
で
は
広
く
伝
わ

っ
て
い
る
。

い
わ

ゆ
る

「死
せ
る
孔
明
、
生
け
る
仲
達
を
走
ら
す
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
鴎
外

は
、
こ
の
典
故
を
通
じ
て
、
今
井
武
夫
を
、
小
心
者
だ
と
嘲
笑
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
用
語
と
典
故
な
ど
を
例

に
し
て
、
『易
経
』

に
は
じ
ま
る
凡
そ

十
五
部
の
中
国
古
典

の
経
史
と
鴎
外
漢
詩
と
の
つ
な
が
り
の

一
斑
を
、
か

い
ま
見
て
来
た
。
た
だ
、
中
国
の
古
籍
が
日
本
に
伝
わ

っ
て
、
す
で
に
長

い
歴
史
が
経

っ
て
い
る
。
数
多
く

の
言
葉
と
典
故
が
、
日
本
語
、
日
本
文

化

の
中
に
早
く
か
ら
と
け
こ
み
、
定
着
し
、
そ

の
一
部
分
と
な

っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ま
で
指
摘

し
た
数
々
の
例

の
中

の
、
例
え
ぽ
、
『列

子
』
に
源
を
発
し
た

「杞
憂
」
な
ど
は
、
鴎
外
が
た
と
え

『列
子
』
を
読

ま
な
か

っ
た
に
し
て
も
、
使
う
こ
と
が

で
き
た
に
違

い
な
い
。

つ
ま
り
、

そ
れ
は
、
間
接
的
な
影
響
と
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
中
国
の
古

典
に
も
と
つ
く
も

の
だ
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
鴎
外
漢
詩
と
十
五
部

の
中
国
古
典

の
経
史

(と
い
っ
て
も
主
と

し
て
哲
学
、
思
想
、
歴
史
に
関
す
る
曲
ハ籍
に
限
る
が
)
と
の

つ
な
が

り
に
つ

い
て
、
初
歩
的
な

ア
ウ
ト
ラ
イ
ソ
を
描
い
て
み
た
。

な
お
、
鴎
外
は
、
中
国
の
最
古

の
医
典
で
あ
る

『黄
帝
内
経
』
を
よ
く
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読
ん
で
い
た
上
、
中
国

の
戯
曲
、
絵
画
、
剣
道
、

豊
富
な
知
識
を
持

っ
て
い
た
。
そ

の
意
味

で
も
、

熟
知
し
た
学
者
だ
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な

い
。

雕
塑
な
ど
に
つ
い
て
も

鴎
外
は
、
中
国
文
化
を

二
、
中
国
古
典
文
学
、
特
に
詩
歌
か
ら
の
受
容

『詩
経
』

か
ら
数
え
る
と
、
中
国

の
詩
歌
は
す
で
に
三
千
年
あ
ま
り
の
歴

史
を
持

っ
て
い
る
。
古
来
、
中
国

の
知
識
人
に
と

っ
て
詩
を
作

る
こ
と
は
、

必
須
の
教
養

で
あ
り
、
上
層
社
会

へ
の
進
出

の
手
段

で
あ
り
、
は
て
は
、

仕
官

へ
の
道

で
も
あ

っ
た
。
そ

の
せ
い
で
も
あ
ろ
う
が
、
中
国

に
詩
人
の

多

い
こ
と
、
詩
集
が
汗
牛
充
棟

の
情
況

で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
的

に
見
て

も
稀
有
な
現
象
だ
と
思
わ
れ
る
。

中
国
詩
歌

の
日
本
文
学

へ
の
影
響
は
、
大
き
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て

は
、
日
本
の
学
者
が
す
で
に
多

く
の
著
書
を
出
し
て
い
る
の
で
、
詳
し
く

述
べ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
私
が
こ
こ
で
と
く
に
言

い
た
い
の
は
、

三
千
年
あ
ま
り
に
わ
た
る
中
国

の
詩
歌
、
そ
の
多
く

の
代
表
的
詩
人
が
鴎

外
漢
詩

に
ふ
か
く
投
影
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
係
わ
り
の
あ
る

詩
人
と
詩
集

は
、
お
び
た
だ
し

い
数

に
の
ぼ
る
が
、
い
ま
、
ほ
ん
の
す
こ

し
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
投
影

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描

い
て
み
た
い

と
思
う
。

む

む

曩
投
以
木
桃

む

む

　
ニ
ニ
　
　

瓊
瑤
辱
報
復

さ
き

と
う

も
く
と
う

も
つ

曩
に
投

ず
る
に

木
桃
を
以
て
せ
し
に

け
い
よ
う

ほ
う
ふ
く

か
た
じ

瓊
瑶

報
復
を
辱
け
な
く
す

も
つ

か
ん

か

し
よ
う
け
い
し

ふ
く

長
詩

「詩
を
以
て
柬

に
代
え
松
渓
子
に
復
す
」

の
詩
句
だ
が
、
明
ら
か

に
、
『詩
経
』

の

「木
瓜
」
と
い
う
詩

の

「我

に
投
ず

る
に
木
桃
を
以
て

こ
れ

す
、
之
に
報
い
る
に
瓊
瑶
を
以
て
す
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
『詩
経
』

の

句

は
、
男
女

の
求
婚

の
風
俗
を
歌

っ
た
も
の
だ
が
、
鴎
外
は
、
そ
れ
を
竹

馬

の
友

で
あ
る
松
渓
子
と
の
書
簡

の
往
還
に
た
と
え

て
使

っ
て
い
る
。

「木
桃
」
は
、
桃
で
、
自
分
の
手
紙

に
対
す
る
謙
遜
語
で
あ
り
、
「瓊
瑶
」

は
、
美
し
い
玉
で
、
友
達

の
書
信
の
美
称

で
あ
る
。

む

　

南
都
有
鳴
鹿

む

　

　
ニ
ニ
　
　

吻
々
斷
人
腸

な
ん
と

し
か

な

南
都

鹿

の
鳴
く
有
り

よ
う
よ
う

ひ
と

は
ら
わ
た

た

吻
々

人

の
腸
を
断

つ

奈
良
公
園

の
野
放
し
の
鹿

の
善
良
な
こ
と
と
、
そ
こ
を
通
る

一
部
の
人

間
の
偽
善
で
凶
悪
な
性
質
を
、
対
照
的

に
取
り
あ

つ
か

っ
た
詩

の
冒
頭
の

ろ
く
め
い

二
句

で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
、
『詩
経
』
「鹿
鳴
」

の

「拗
々
と
し
て
、
鹿

か

わ
ら
よ
も
ぎ

く

か

ひ
ん

し
つ

こ

し
よ
う

の
鳴
く
あ
り
、
野
の

苹

を
食
ら
う
、
我

に
嘉
賓
有
り
、
瑟
を
鼓
し
笙
を

吹
く
」
を
借
り
て
い
る
。
原
詩
は
、
群
臣
や
賓
客
を
も
て
な
す
と
き

の
宴

会

の
詩

で
あ
る
。
明
治
初
期

の

「鹿
鳴
館
」

の
名
称
も
、

こ
れ
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

『詩
経
』

は
、
中
国
最
古

の
詩
集

で
あ
る
。
紀
元
前
十

一
世
紀
か
ら
紀
元

前
六
世
紀

の
こ
ろ
に
か
け
て
、
中
国
北
方

の
黄
河
流
域

の
地

に
お
い
て
生

ま
れ
た
短
篇

の
抒
情
詩
三
百
五
篇
を
集

め
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
孔

子
に
よ

っ
て
編
集
さ
れ
、
手
を
加
え
ら
れ
た
も

の
だ
と

い
わ
れ
る
。
『詩

経
』
は
、
五
経

の

一
つ
で
あ
る
。
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一
方
、
『楚
辞
』
は
、
紀
元
前

四
世
紀
後
半
か
ら
紀
元
前
三
世
紀
前
半

に
か
け
て
、
中
国
南
方
楚

の
国
、

つ
ま
り
長
江
流
域

で
作
ら
れ
た
、
長
篇

の
抒
情
詩
を
中
心
と
す
る
詩
集

で
あ
り
、
中
国
古
代
の
第
二
の
詩
歌
集
で

あ
る
。

『詩
経
』

の
ほ
と
ん
ど
が
、
民
謡
、
ま
た
は
無
名
氏
の
作
品
で
あ
る
の
に

対
し
、
『楚
辞
』
は
、
特
定

の
詩
人

の
作
品

で
あ

る
。
そ
の
代
表
的
な
詩

人
と
し
て
は
、
ま
ず
屈
原
と
そ

の
弟
子

の
宋
玉
の
名
を
挙
げ
る
べ
き
だ
ろ

う
。

読
到
今
年
漁
史
夢　

ニ
ニ
ニ
　

始
知
醒
客
未
曾
醒

ぎ
よ
し

と

い
た

今

年
の
漁
史

の
夢

に
説
き
到
れ
ぽ
、

せ
い
き
や
く

い
ま

か
つ

さ

始

め
て
知
る

醒
客

の
未
だ
曾
て
醒
め
ざ

る

を

い
ま

か
つ

「未
だ
曾

て
醒
め
ず
」
と
題
す

る
七
絶

の
第
三
、
四
句

で
あ
る
。
前
節
で

引
用
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、
論

争
を
詠
じ
た
も
の
だ
と
思
う
。
「漁
史

の

夢
」
と
い
う
、
鴎
外

を
か
ら
か
う
言
葉

に
対
し
て
、
鴎
外

は
、
屈
原

の

「漁
父
」

の
詩
句

「挙
世
皆
濁
り
、
我
れ
独
り
清

め
り
、
衆
人
皆
酔

い
、

我
れ
独
り
醒
め
た
り
」
を
ふ
ま
え
て
、
今
井
氏
は
自
分
だ
け
が
醒
め
た
人

で
あ
る
か
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
が
、
実
際
は
い
ま
だ

に
醒

め
て
い
な
い

ん
だ
よ
と
、
反
撃
し
て
い
る
。

む

む

ふ
る

さ

い

せ
き

去
故
如
遺
迹

故
き
を
去
る
は

遺
迹
の
如
く

む

む

ロ
　
　
　
ロ

つ

き
ゆ
う
ふ
ん

就
新
同
救
焚

新
し
き
に
就
く
は
救
焚
に
同
じ

晩
年

の

「故
き
を
去
る
」
と
い
う
詩

の
冒
頭

の
二
句
で
あ

る
。

「就
新
」
は
、
宋
玉

の

「
九
辯
」
と
い
う
詩
に
見
え
る
。

愴
倪
擴
恨
兮
、
去
故
而
就
新
。

そ
う
き
よ
う
こ
う
り
よ
う

(愴
悦
憤
恨
た
り
、

酩

「去
故
」

こ

し
ん

故
を
去

っ
て
新
に
就
く
)

宋
玉
の
句

の
原
意
は
、
傷
心
失
意

の
身
は
、

い
ま
故
郷
を
去

っ
て
見
知

ら
ぬ
土
地
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
だ
が
、
鴎
外
は
、
こ
こ
で

「去
故
」
「就
新
」
を
借
り
て
、
古

い
人
、

つ
ま
り
前
妻
登
志
子
と
の
離
別

と
、
新
人
、

つ
ま
り
新
妻
と
の
結
合
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

『詩
経
』
『楚
辞
』
と
唐
詩
と
の
問

に
出
現
し
た
代
表
的
な
詞
華
集

は
、

も
ん
ぜ
ん

『文
選
』
で
あ
る
。
『文
選
』
は
、
先
秦
か
ら
元
朝
ま
で
、
七
、
八
百
年
間

の
、
百
三
十
名
あ
ま
り
の
有
名
な
作
者
に
よ
る
七
百
篇
余

の
作
品
を
収
め

た
、
中
国
現
存
最
古

の
文
学
総
集

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
詩
歌
は
、
凡
そ

四
百
三
十
五
首
、
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
る
。
そ
の
大
部
分
は
、
五
言

古
体
詩

で
あ
る
。

『文
選
』

の
日
本

へ
の
伝
来
は
古
く
、
そ
の
日
本
文
学

へ
の
影
響
は
大
き

い
と
言
え
よ
う
。
聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
に
、
す
で
に
こ
の
書

の
影
響

ふ
み

を
認

め
る
説
が
あ
り
、
清
少
納
言

の

『枕
草
子
』
に

「書

は
文
集
、
文

ふ
み

選
」、
ま
た

『徒
然
草
』
に

「文

は
文
選

の
あ
は
れ
な
る
巻
々
」
と
あ
る
。

用
語
、
典
故
、
詩
体
な
ど
の
面
で
、
鴎
外
漢
詩
は
、
こ
の

『文
選
』
か

ら
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
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む

む

む

む

携
手
河
梁
往
事
悠コ

　
ニ
　

南
荒
歎
我
久
淹
留

か
り
よ
う

た
ず
さ

手
を
河
梁
に
携
え
し

な
ん
こ
う

わ
れ

南
荒
に
我

久
し
く

お
う
じ

は
る

往
事
は
悠
か
な
り

え
ん
り
ゆ
う

な
げ

淹
留
す
る
を
歎
く

台
湾
従
軍
中
、
早
川
峡
南

に
寄
せ
た
七
絶

の
冒
頭

の
二
句

で
あ
る
。

そ

ぶ

あ
た

「携
手
河
梁
」
は
、
『文
選
』

に
収
め
ら
れ
た
漢
の
李
陵

の

「蘇
武
に
与
う

の
ぼ

ゆ
う
し

三
首
」

の
中

の
第
三
首
冒
頭

の
詩
句

「手
を
携
え
て
河
梁
に
上
る
、
遊
子

く

い
ず

ゆ

暮
れ
に
何
く

に
か
之
く
」

に
も
と
つ
く
。
河
梁
と
は
、
川
に
か
か
る
橋

の

こ
と
。
「携
手
河
梁
」
は
、
友
人
と
の
別
れ
を
表
わ
す
詩
語
と
し
て
使
わ

れ
る
。

　

　

　

關
心
不
獨
秋
風
恨コ

ニ
　
ロ

一
夜
歸
舟
過
涙
門

こ
こ
ろ

か
か
わ

し
ゆ
う
ふ
う

う
ら

心

に
関
る
は
独
り
秋
風

の
恨
み
の
み
な
ら
ず

い
ち
や

き
し
ゆ
う

る
い
も
ん

す

一
夜

帰
舟
は
涙
門
を
過
ぐ

留
学
を
終
え

て
の
帰
国
途
中

に
作

っ
た
七
絶

か
ら
引

い
た
詩
句
で
、
意

気
消
沈

し
た
心
情
を
詠
じ
た

も

の
で
あ
る
。

こ
こ
の

「秋
風
恨
」
は
、

『文
選
』

に
見
え

る
漢

の
武
帝

の

「秋
風

の
辞
」
と
い
う
詩
を
ふ
ま
え

て

い
る
だ
ろ
う
。

蘭
有
秀
兮
菊
有
芳

懷
佳
人
兮
不
能
忘

歡
樂
極
兮
哀
情
多

ら
ん

し
ゆ
う
あ

き
く

ほ
う
あ

蘭

に
秀
有
り

菊
に
芳
有
り

か

じ
ん

お
も

佳
人
を
懐
い
て

わ
す

あ
た

忘
る
る
能
わ
ず

か
ん
ら
く
き
わ

あ

い
じ
よ
う

歓
楽
極
ま
り
て

哀
情

多

し

少
壯
幾
時
兮
奈
老
何

し
よ
う
そ
う
い
く
と
き

お

い

か

ん

少
壮
幾
時
ぞ

老
い
を
奈
何
せ
ん

鴎
外
が

「心
に
関
る
は
独
り
秋
風
の
恨
み
の
み
な
ら
ず
」
と
歌

っ
た
の

は
、
た
ぶ
ん
、
ド
イ
ッ
の
少
女

エ
リ
ス
と

の
熱

い
恋
、
彼
女
と
の
別
れ
に

よ
る
悲
し
み
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

む

む

一
杯
笑
療
相
如
渇ロ

ニ

　
　

粗
服
輕
妝
自
在
身

い
つ
ば
い

い
や

し
よ
う
じ
よ

か
つ

一
杯
笑

っ
て
療
す

相
如

の
渇

そ

ふ
く
け
い
し
よ
う

じ

ざ
い

み

粗
服
軽
妝

自
在
の
身

ベ
ル
リ

ン
留
学
時
代

の
七
絶

「売
漿

の
婦
」

の
第

一
、
二
句

で
、
「相

如
渇
」
は

『史
記
』
巻
二
七

「司
馬
相
如
列
伝
」

に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

り
、
『文
選
』
に
見
え
る
漢

の
賦
の
代
表
的
作
者
で
あ
る
司
馬
相
如

の
故

事
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
司
馬
相
如

は
、
糖
尿
病

の
患
者
で
あ

っ
た
。

漢
方
で
は
、
糖
尿
病

の
こ
と
を
、
消
渇
病
と
い
う
。
喉
が
渇
く
こ
と
が
、

そ
の
症
状
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
「相
如
渇
」
が
、
喉
が

ひ
ど
く

渇
く
こ
と
を
表
わ
す
詩
語
と
し
て
、
し
ば
し
ば
詩
人
た
ち
に
好
ん
で
使
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
例
え
ぽ
、
唐

の
有
名
な
詩
人
李
商
隠
の

「漢
宮

の

た
ま

き
ん
け
い

詞
」
と
い
う
詩

に

「侍
臣

最
も
相
如

の
渇
有
れ
ど
も
、
賜
わ
ら
ず
金
茎

つ
ゆ
い
つ
ば

い

の
露

一
杯
」
と
あ
る
。
金
茎
と
は
漢

の
武
帝
が
長
生
不
老

の
た
め
天
界
の

露
を
集
め
る
器
旦
ハ。

つ
ま
り
武
帝
が
建
章
宮
内
に
高

い
銅
柱
を
立
て
、
そ

の
上
に
承
露
般
皿と
い
う
皿
を
の
せ
た
。
そ
れ
で
天
界

の
露
を
集
め
、
宝
玉

の
粉
末
と
あ
わ
せ
て
飲
め
ば
、
不
老
長
生
を
得
る
と
教
え
ら
れ
た
た
め
で

あ
る
。
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須
臾
玲
瓏
天
樂
起

む

む

む

コ

　
　
　

凌
波
女
件
駕
雲
郎

し
ゆ
ゆ

れ
い
ろ
う

て
ん
が
く
お
こ

須

臾
に
し
て
玲
瓏

た
る
天
楽
起
り

り
よ
う
は
じ
よ

が

う
ん
ろ
う

と
も
な

凌
波
女
は
駕
雲
郎
に
伴
う

ド
イ

ッ
留
学
時
代
、
ダ

ン
ス
に
参
加
し
た
経
験
を
詠
じ
た
古
体
詩
か
ら

引
用
し
た
も

の
だ
が
、
「凌
波
女
」
は
、
三
国
時
代

の
魏

の
詩
人
で
あ
り
、

ら
く
し
ん
ふ

な
み

し
の

び

ほ

ら

べ
つ

文
学
者
で
あ
る
曹
植

の

「洛
神

賦
」

の

「波
を
凌

い
で
微
歩

し
、
羅
韈

ち
り

し
よ
う

塵
を
生
ず
」

に
も
と
つ

い
て
い
る
だ
ろ
う
。
曹
植

の
句

は
、
洛
陽
を
流
れ

る
洛
水
と
い
う
川
の
女
神
が
、
軽
や
か
に
川
の
水
面
を
歩
く
様
子
を
描

い

た
も
の
だ
が
、
鴎
外
は
、
軽
や

か
に
ダ

ン
ス
を
踊
る
ド
イ

ッ
の
若

い
女
性

を
、
洛
水

の
女
神
に
た
と
え
て
い
る
。
な
お
、
曹
植
は

『文
選
』

に
お
け

る
詩
と
賦

の
重
要
な
作
者

の

一
人
で
あ
る
。

む

　

む

風
露
秋
深
籬
菊
花　

　
　
　

隔
花
伊
軋
聽
緤
車

ふ
う
ろ

ま
が
き

き
く
か

風
露

秋
は
深
く

籬
の
菊
花

へ
だ

い

あ
つ

そ
う
し
や

き

花
を
隔
て
て
伊
軋
た
る
緤
車
を
聴
く

『後
北
游
日
乘
』
に
見
え
る
、
青
森
と
岩
手

の
境
目
の
山
村
を
詠
じ
た
七

絶

の
第

一
、
二
句

で
あ
る
。
鴎
外

は
、
「籬

の
菊
花
」
と
歌

っ
た
と
き
、

き
く

と

と
う
り

も
と

き

っ
と
陶
淵
明

の
名
句

「菊
を
採
る

東
籬

の
下
、
悠
然
と
し
て
南
山
を

見
る
」
を
想
起

し
た
に
ち
が

い
な

い
。
「南
山
」
は
、
陶
淵
明

の
故
郷
の

南
に
あ
る
廬
山

の
こ
と
を
い
う
。
陶
淵
明

の
句
は
、
悠
々
自
適

の
隠
士
生

活
を
表
わ
す
も

の
だ
が
、
鴎
外

は
、
「籬

の
菊
花
」

で
山
村

の
の
ん
び
り

と
し
た
雰
囲
気
を
、
表
わ
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
陶
淵
明
の
句

は
、
『文
選
』
に
収
め
ら
れ
た
、
彼

の

「雑
詩
二
首
」
に
見
え
る
。

*

*

*

唐
詩
は
、
中
国
詩
歌
発
展
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
。
唐

の
時
代
は
、
紀
元
六

一
八
年
か
ら
、
九

一
七
年
ま
で
の
三
百
年
だ
が
、
国
勢

の
発
展

に
応
じ
て
、

詩
人
が
輩
出
し
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
詩
歌
が
、
作
り
出
さ
れ
た
。
ず

っ

と
後
世

の
清

の
時
代
に
な

っ
て
、
康
煕
帝

の
命
に
よ

っ
て
、
そ
の
こ
ろ
ま

で
伝
わ

っ
て
来

た
す
べ
て
の
唐
詩
を
編
集

し
、
刊
行
し
た

『全
唐
詩
』
九

百
巻
に
よ
れ
ば
、
収
め
ら
れ
た
詩
は
、
約
五
万
首
、
詩
人
は
約
三
千
人
に

達
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
数
で
も
、
唐
詩
や
唐
詩
人
の
す

べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

唐
詩

の
め
ざ
ま
し
い
発
展
に
は
、
原
因
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
ず
、
経
済

の
繁
昌
、
文
化
の
融
合
、
思
想
的
解
放
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
そ
の
ほ
か
に
、
詩
を
作
る
こ
と
が
、
科
挙
試
験
の
課
目

に
な

っ
て
い

た
こ
と
と
、
た
い

へ
ん
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
う
。
特
に

「進
士
科
」

に
お
い
て
、
必
ず
作
詩
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
「進
士
」
に

及
第
す
る
た
め
に
は
、
作
詩
が
巧
み
に
で
き
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

唐
詩
が
日
本
に
伝
わ

っ
て
か
ら
、
す
で
に
千
二
、
三
百
年

の
歴
史
が
あ

る
。
そ
れ
が
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
に
は
、
大
き
く
て
深

い
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
が
い
ま
な
お
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
日
本

の
書
店
を
の

ぞ
く
と
、
唐
詩
に
関
す
る

一
般
的
な
本
や
研
究
書
が
数
多
く
見
ら
れ
る
し
、

N
H
K
や
各
地

の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
に
も
、
唐
詩

の
講
座
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
中
学
や
高
校

の
教
科
書
に
も
、
唐
詩
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
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森鴎外と中国文化

り
、
詩
吟
の
サ
ー
ク
ル
で
も
唐
詩

の
名
作
が
声
高
ら
か
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

李
白

の

「白
髪
三
千
丈
」
や
杜
甫

の

「国
破
れ
て
山
河
在
り
」
な
ど
、
唐

詩

の
名
句

の
い
く

つ
か
が
、
熟

し
た
表
現
と
し
て
日
本
語
に
定
着

し
て
い

る
例
も
、
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三
千
年

に
わ
た
る
中
国
の
詩
歌

の
歴
史

の
中

で
、
鴎
外
に

一
番
影
響
を

与
え
た
の
は
、
唐
詩

で
あ
る
。
江
戸
時
代

の

『唐
詩
選
』

の
流
行
と
関
係

が
あ

る
だ
ろ
う
。
鴎
外
は
、
幼

少

の
こ
ろ
か
ら
唐
詩

を
受
読
し
、
『唐
詩

選
』

の
中

の
多
く

の
詩
を
諳
ん
じ
て
い
た
。
唐

の
著
名
な
詩
人
、
例
え
ぽ
、

李
白
、
杜
甫
、
白
楽
天
、
王
維
、
寒
山
、
杜
牧
な
ど
は
す
べ
て
鴎
外
漢
詩

に
投
影
し
て
い
る
。
次

に
、
そ
れ
ぞ
れ
例
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

烟
雲
冥
處
鱗
光
動

む

む

む

む

む

む

む

ロ
モ

　

疑
是
髯
龍
騰
九
天

え
ん
う
ん

ふ
か

と
こ
ろ

り
ん
こ
う

煙
雲
の
冥
き
処

鱗
光

動
き

う
た
が

ぜ
ん
り
ゆ
う

き
ゆ
う
て
ん

の
ぼ

疑

う
ら
く
は
是
れ

髯
竜
の
九
天
に
騰
る
か

と

『北
游
日
乘
』
か
ら

の
引
用
で
、

い
ま
に
も
雨
が
降
ろ
う
と
す
る
空
を
描

い
た
詩
句
だ
が
、
「疑
是
」

の
句
は
、
廬
山

の
瀑
布
を
描

い
た
李
白

の
詩

ろ

ぎ
ん

ば
く
ふ

の
ぞ

「廬
山
の
瀑
布
を
望
む
」

の
詩
句

「
飛
流
直
下
三
千
尺
、
疑
う
ら
く
は
是

れ
銀
河

の
九
天
よ
り
落

つ
る
か
と
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、

李
白
は
銀
河
が
落
ち
た
の
か
と
瀑
布
を
形
容
し
た
の
に
対
し
、
鴎
外
は
、

鬚
も
ち
ゃ
の
竜
が
天

に
の
ぼ

る
の
か
と
い
い
、
航
行
中
だ

っ
た
利
根
川
を

表
現
し
た
の
で
あ
る
。
天
か
ら
降
る
の
で
な
く
、
天
に
の
ぼ
る
と
い
う
よ

う
に
、
方
向
を
逆
に
し
な
が
ら
、
李
白

の
表
現
を
生
か
し
た
と
言
え
よ
う
。

紅
粉
翠
黛
撫
媚
巧

む

む

　

　

　

ロ
ニ
　
ロ

翻
雲
覆
雨
人
情
汚

こ
う
ふ
ん
す
い
た
い

紅
粉
翠
黛

ほ
う
う
ん
ふ
く
う

翻
雲
覆
雨

ぶ

び

た
く

撫
媚
巧
み
に

に
ん
じ
よ
う
き
た

人
情

汚
な
し

同
じ
く

『北
游
日
乘
』
か
ら
の
引
用
で
、

じ
た
詩
句
で
あ
る
。

第
二
句

は
、
明
ら
か
に
杜
甫

「貧
交
行
」

い
る
。翻

手
作
雲
覆
手
雨

紛
々
輕
薄
何
須
數

新
潟
の
歓
楽
街
の
遊
女
を
詠

の
次
の
詩
句

に
も
と
つ

い
て

て

ひ
る
が
え

く
も

な

て

く
つ
が
え

手
を
翻
せ
ば
雲
と
作
り

手
を
覆
せ
ぽ
雨
と

な
る

ふ
ん
ぷ
ん

け
い
は
く

な
ん

か
ぞ

も
ち

紛
々
た
る
軽
薄

何
ぞ
数
う
る
を
須
い
ん
や

杜
甫

の
詩
句
は
、
進
士

の
試
験

に
落
第
し
て
都
に
寓
居
し
て
い
た
当
時
、

人
情

の
軽
薄
な
こ
と
を
嘆

い
た
も
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
「
翻
雲
覆
雨
」

で
新
潟

の
遊
女

の
軽
薄
な
人
情
を
表
わ
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
鴎
外
は
、
こ
の
表
現
が
た
い
へ
ん
好
き
だ

っ
た
よ
う
で
、

他
に
も

「雲
翻
又
雨
覆
」
「覆
手
」
「翻
覆
」
な
ど
が
し
ば
し
ば
見
え
る
。

去
來
何
必
問
因
縁

む

む

む

　

コ

　
こ

入
地
昇
天
任
自
然

き
よ
ら
い

な
ん

か
な
ら

い
ん
ね
ん

と

去
来

何
ぞ
必
ず
し
も
因
縁
を
問
わ
ん
や

に
ゆ
う
ち

し
よ
う
て
ん

し

ぜ
ん

ま
か

入
地
と
昇
天
は
自
然
に
任
す

鴎
外
晩
年

の
詩
句

で
、
彼

の
屈
服
し
な
い
精
神
と
独
立
自
主

の
品
性
を
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表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
第

一
句

の

「去
来
」
は
、
死
ぬ
こ
と
と
生
ま
れ

る
こ
と
の
意
だ
が
、
第
二
句

の

「
入
地
昇
天
」
は
、
地
獄
に
堕
ち
て
幽
霊

亡
者
に
な
る
こ
と
と
、
そ
れ
と
も
成
仏
す
る
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
白
楽
天
の
長
詩

「長
恨
歌
」

の

「昇
天
入
地
求
之
偏

(天
に
昇
り
、

あ
ま
ね

地
に
入

っ
て
之
を
求
む
る
こ
と
偏
し
)」
か
ら
来
て
い
る
。
た
だ
、
「長
恨

歌
」

の
句
は
、
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
夢
の
中

に
見
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
の
で
、
彼
女

の
魂
を
呼
び
も
ど
し
て
く
れ
と
、
道
士
に
頼
ん
だ
、
と

こ
ろ
が
、
道
士
は
、
天
上
界
と
地
下
を
、
い
く
ら
さ
が
し
ま
わ

っ
て
も
、

と
う
と
う
見

つ
か
ら
な
か

っ
た
と
い
う
話
が
背
景

に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
、
鴎
外
の

「
入
地
昇
天
」
は
、
死
後
、
天
国
に
行
く
か
、
地
獄
に

行
く
か
は
、
自
然
に
ま
か
せ
て
、
ま

っ
た
く
気

に
し
な
い
と
い
う
意
味
に

使

っ
て
い
る
。

す
い
さ
く
て
ん
め
い

け
い
た
く

水
柵
天
明
警
柝
鳴

水
柵
天
明

警
柝
鳴
る

む

　

　

ロ　
ニ
ロ

い
じ
よ
う

う
た
お
わ

ま

さ
か
づ
き

か
た
む

渭
城
歌
罷
又
傾
胱

渭
城
の
歌
罷
り
て

又
た
胱
を
傾
く

明
治
十
七
年

(
一
八
八
四
)
八
月
、
ド
イ
ッ
留
学

に
出
発
す
る
さ

い
の

詩
句
で
あ

る
。
「水
柵
」
は
横

浜
港
を
さ
す
。
「警
柝
」
は
汽
笛

の
こ
と
。

横
浜
港
で
夜
あ
け
ど
き
に
客
船
が
汽
笛
を
鳴
ら
し
た
、
い
よ
い
よ
出
発
だ
、

と
い
う

の
が
第

一
句

の
意

で
あ

る
が
、
第
二
句

の

「渭
城
歌
罷
」
は
、
唐

げ
ん
じ

あ
ん
せ
い

つ
か

の
王
維

の
名
詩

「元
二
の
安
西

に
使

い
す
る
を
送
る
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

い
じ
よ
う

ち
よ
う
う

け
い
じ
ん

う
る
お

渭
城
朝
雨
沮
輕
塵

渭
城
の
朝
雨

軽
塵
を
滬
す

客
舍
青
々
柳
色
新

勸
君
更
盡

一
杯
酒

西
出
陽
關
無
故
人

か
く
し
や

せ
い
せ
い

り
ゆ
う
し
よ
く

あ
ら

客
舎

青
々

柳
色

新
た
な
り

き
み

す
す

さ
ら

つ
く

い
つ
ば
い

さ
け

君
に
勧
む

更

に
尽
せ

一
杯

の
酒

に
し

よ
う
か
ん

い

こ

じ
ん

西
の
か
た

陽
関
を
出
ず
れ
ば
故
人
無
か
ら

ん

こ
れ
は
、
古
来
、
別
離
を
詠
じ
た
代
表
的
な
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、

ま
た
楽
曲
が
付
け
ら
れ
て
、
陽
関
曲
、
ま
た
は
陽
関
三
畳
と
い
う
歌

に
も

な

っ
て
い
る
。
王
維

の
詩
は
、
も
と
よ
り
、
陽
関
三
畳
と
い
う
歌
曲
も
、

は
や
く
か
ら
日
本

に
伝
わ

っ
た
。
そ
れ
は
、
「西

の
か
た
、
陽
関
を
出
ず

れ
ば
、
故
人
無
か
ら
ん
」
を
三
度
く
り
か
え
し
、
最
後
に
ま
た

「故
人
無

か
ら
ん
」
を
三
度
く
り
か
え
し
て
い
て
、
友
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
気
持

を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
歌

い
上
げ

た
も

の
で
あ
る
。
鴎
外
が

こ
こ
で

「渭
城
歌
罷
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
王
維
の
詩

の
朗
吟
、
あ

る
い
は
歌

曲

の
陽
関
三
畳
を
指
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
が
、
単
に
親
族
や
友
達
と
の

離
別
を
表
わ
す
詩
語
と
し
て
借
用
し
て
い
る
だ
け
だ
と
理
解
し
た
方
が
よ

り
良

い
だ
ろ
う
。

ち
や
さ
ん

い
つ
さ
い

う
ち

茶
盞

一
碎
中

茶
盞

一
砕

の
中

む

む

ニ

　
　
　

せ
ん
さ
い

そ
う
び

千
歳
傳
雙
美

千
歳

双
美
伝
わ
る

「茶
碗
」
と
題
す
る
五
言
絶
句

の
第
三
、
四
句

で
あ
る
。
「
双
美
」
は
、

せ
い
し

た
と

し

ほ
つ

し
ば
ら

ひ
よ
う

た
ぶ
ん
唐
の
詩
僧
寒
山
の

「生
死
の
譬
え
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ぽ
、
且
く
氷

す
い

も

た
ぐ

こ
お
り

み
ず

あ

そ
こ

水
を
将

っ
て
比
え
ん
」
に
始
ま
る
詩
の
詩
句

「
氷
と
水
と
相

い
傷
な
わ
ず
、
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せ
い

し

ま

ふ
た

つ

う

つ
く

生
と
死
と
還
た
双
な
が
ら
美
し
」
に
も
と
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
鴎
外
が

こ
こ
で
言
う

「双
美
」

は
、
永
富
獨
嘯
庵
と
勧
修
寺
経
敬
と
の
、
度
量

の

広
い
こ
と
を
た
た
え
た
語

で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
唐

の
詩
人

の
中

で
、
詩

僧
寒
山
は
、
鴎
外

の
好
き
な
詩
人

の

一
人
で
あ

っ
た
。
鴎
外

の
歴
史
小
説

「寒
山
拾
得
」
は
、
こ
の
詩
僧

寒
山
と
そ
の
親
友

の
僧
拾
得

の
話
を
描

い

た
も

の
で
あ
る
。

狂
名
到
處
任
人
傳

常
住
之
心
推
不
遷

む

む

む

む

む

む

む

一
覺
揚
州
乘
鶴
夢　　

　
ロ

孤
帆
細
雨
信
濃
川

き
よ
う
め
い
い
た

と
こ
ろ

ひ
と

つ
た

ま
か

狂

名
到
る
処

人

の
伝
う
る
に
任
す

じ
よ
う
じ
ゆ
う

こ
こ
ろ

お

う
つ

常

住
の
心
は
推
し
て
遷
ら
ず

ひ
と

さ

よ
う
し
ゆ
う
じ
よ
う
か
く

ゆ
め

一
た
び
覚
む

揚
州
乗
鶴
の
夢

ご

は
ん
さ
い
う

し
な
の
が
わ

孤
帆
細
雨
の
信
濃
川

『後
北
游
日
乘
』

に
見
え
る
詩

で
あ
る
。
そ
の
日
の
日
記

に
は

「雨
ふ
る

安
全
丸

に
乗
り
て
新
斥
を
立

つ
」
と
あ
る
。
鴎
外
の
こ
の
詩
は
、
唐

の
杜

お
も

や

牧

の

「懐

い
を
遣
る
」
と
い
う
詩
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

落
魄
江
湖
載
酒
行

楚
腰
纖
細
掌
中
輕

十
年

一
覺
揚
州
夢

贏
得
青
樓
薄
倖
名

こ
う

こ

ら
く
は
く

さ
け

の

ゆ

江

湖
に
落
魄
し
て

酒
を
載
せ
て
行
く

そ

よ
う
せ
ん
さ
い

し
よ
う
ち
ゆ
う

か
ろ

楚
腰
繊
細

掌
中
に
軽
し

じ
ゆ
う
ね
ん
ひ
と

さ

よ
う
し
ゆ
う

ゆ
め

十

年

一
た
び
覚
む

揚
州
の
夢

か

え

せ
い
ろ
う
は
く
こ
う

な

贏
ち
得
た
り

青
楼
薄
倖
の
名

杜
牧

の
詩
は
、
彼
が
若

い
こ
ろ
揚
州

の
青
楼

(妓
楼
)
に
出
入
り
し
た

こ
と
が
夢
の
よ
う
だ
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
鴎
外
の
詩
は
、
彼
が
二
度
目

の
新
潟

の
旅
の
と
き
に
詠
じ
た
も
の
だ
が
、
第

一
句

の

「狂
名

到
る
処

人

の
伝
う
る
に
任
す
」
は
、
内
容
的
に
杜
牧

の
詩
の
第
四
句

「贏
ち
得
た

り

青
楼
薄
倖

の
名
」
と
似
か
よ

っ
て
い
る
し
、
第
三
句

の

コ

た
び
覚

む

揚
州
乗
鶴

の
夢
」
は
、
明
ら
か
に
杜
牧

の
詩
の
第
三
句

「十
年

一
た

び
覚
む

揚
州

の
夢
」
を

い
か
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
鴎
外
は
二
度
に
わ
た

っ
て
新
潟

に
出
張
し
た
が
、

滞
在
は
、
決
し
て
長
く
は
な

い
の
に
、
そ
の
間
に
作

っ
た
漢
詩
の
中
に
、

新
潟

の
遊
女
や
妓
楼
に
ふ
れ
た
詩
が
、
合
せ
て
五
首
も
あ

る
。

*

*

*

宋
代

の
代
表
的
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
、
新
し
く
流
行
し
た
詞
が

あ
る
。
そ
の
詞
が
鴎
外
漢
詩

に
ど
う
投
影
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
鴎
外
の
二
百
二
十
四
首

の
漢
詩

の
中

に
、
「酔
太
平
-

況
斎

先
生

に
呈
す
」
と
い
う
詞
が
あ

る
こ
と
を
挙
げ
た
い
。

つ
ぎ
に
、
宋
詞
の

代
表
的
な
作
者

で
あ
る
柳
永
、
蘇
東
坡
、
周
邦
彦
な
ど

の
作
品
が
鴎
外
の

漢
詩

に
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

數
點
船
燈
看
已
失

む

む

む

む

ロ
ニ
　
　

曉
風
殘
月
滿
横
灣

す
う
て
ん

せ
ん
と
う

数
点
の
船
灯

ぎ
よ
う
ふ
う
ざ
ん
げ
つ

暁

風
残
月

す
で

し
つ

見
る
み
る
已
に
失
す

お
う
わ
ん

み

横
湾
に
満
つ

『後
北
游
日
乘
』
に
見
え
る
、
暁
の
横
浜
港
の
風
景
を
描

い
た
詩
句

で
あ

う

り
ん
れ
い

る
。
「
暁
風
残
月
」
は
、
宋

の
柳
永

の
代
表
的
詞

「
雨
霖
鈴
」
か
ら
来

て

い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
中

の

一
節
を
み
て
み
よ
う
。

203



多
情
自
古
傷
離
別

更
那
堪

冷
落
清
秋
節

今
宵
酒
醒
何
處

楊
柳
岸

曉
風
殘
月

た
じ
よ
う

い
に
し
え

り

べ
つ

い
た

多
情

古
よ
り
離
別
を
傷
む

さ
ら

な
ん

た

れ
い
ら
く
せ
い
し
ゆ
う

せ
つ

更
に
那
ぞ
堪
え
ん

冷
落
清
秋
の
節

ロ
こ

よ
い

さ
け

さ

い
ず

と
こ
ろ

今
宵

酒
の
醒
む
る
は
何
れ
の
処
そ

よ
う
り
よ
う

き
し

ぎ
ょ
う

ふ
う
ぎ
ん
げ

つ

楊
柳
の
岸

暁
風
残
月

柳
永

の
詞

は
、
別
れ
の
せ
つ
な
さ
を
歌

っ
た
も
の
だ
が
、
鴎
外

は
、
た

だ

「暁
風
残
月
」
と
い
う
表
現
を
借
り
て
、
港

の
明
け
が
た
の
景
色
を
描

写
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

む

　

む

む

綸
巾
羽
扇ロ

コ
ニ
ニ
　

何
圖
走
君

か
ん
き
ん
う

せ
ん

綸
巾
羽
扇

は
か

何
ぞ
図
ら

ん

は
し

君
を
走
ら
せ
る
を

今
井
武
夫
に
寄
せ
た
詩

の
中

の
句

で
あ
る
。

ね
ん
ど
き
よ
う

坡
の
名
詞

「念
奴
嬌
」

羽
勗
綸
巾

談
笑
問

強
虜
灰
飛
煙
滅

か
ん
き
ん
う

せ
ん

「綸
巾
羽
扇
」

の
次
の
句
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

う

せ
ん
か
ん
き
ん

羽
扇
綸
巾
に
て

だ
ん
し
よ
う

か
ん

談
笑
す
る
問
に

き
よ
う
り
よ

は
い

と

け
む
り

き

強
虜
は
灰
と
飛
び
煙
と
滅
え
ぬ

は
、
蘇
東

「綸
巾
羽
扇
」
は
、
絹
織
物

の
頭
巾
と
羽
毛
の
扇

の
意
だ
が
、
学
者

の
よ

そ
お
い
を
い
う
。
転
じ
て
、
諸
葛
孔
明
や
周
瑜
な
ど
武
将
で
あ
り
な
が
ら
、

学
者

の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
こ
と
の
た
と
え
と
な

っ
た
。

だ
い
こ
う

ひ
が
し

さ

ね
ん
ど
き
よ
う

「大
江
は
東

に
去
り
」

に
始
ま

る
蘇
東
坡
の
こ
の

「念
奴
嬌
」
と
い
う
詞

は
、
古
来
、
懐
古

の
絶
唱
と
し
て
、
ず

っ
と
中
国
人
に
愛
誦
さ
れ
て
き
た

が
、
そ
れ
は
、
三
国
時
代
の
呉

の
若
い
将
軍
周
瑜
が
、
蜀

の
諸
葛
孔
明
と

い

っ
し
ょ
に
、
魏

の
曹
操
の
大
軍
を
、
火
攻
め
に
し
赤
壁
で
破

っ
た
時

の

う

せ
ん
か
ん
き
ん

英
姿
を
歌

っ
た
も

の
で
あ
る
。
引
用
文

の

「
羽
扇
綸
巾
」
は
、
周
瑜

の
幽

か
ん
き
ん
う

せ
ん

雅
な
姿
を
象
徴
し
た
も
の
だ
が
、
鴎
外

の

「綸
巾
羽
扇
」
は
、
む
し
ろ
、

論
争

の
相
手
の
今
井
武
夫
氏
を
嘲
笑
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

滿
目
寒
烟
秋
色
悲

　

　

む

　　
ロ

笛
聲
楓
影
立
多
時

ま
ん
も
く

か
ん
え
ん

し
ゆ
う
し
よ
く

か
な

満
目
の
寒
煙

秋
色

悲
し

ふ
え

こ
え

か
え
で

か
げ

た

笛

の
声
と
楓

の
影

に
立

つ
こ
と
多
時
な
り

『北
游
日
乘
』

に
見
え
る
詩
句
だ
が
、
「立
多
時
」
と
い
う
詩
語
は
宋
詞

の
名
人
周
邦
彦

の
詩

「夜
游
宮
」

に
使
わ
れ

て
い
る
。

橋
上
酸
風
射
眸
子

立
多
時

看
黄
昏
燈
火
市

さ
ん
ぷ
う

ぼ
う
し

い

橋
上

酸
風
は
眸
子
を
射
る

た立

つ
こ
と
多
時
な
り

た
そ
が
れ

と
う
か

い
ち

み

黄
昏
の
灯
火
の
市
を
看
る

「酸
風
」
は
、
身

に
し
み
る
風
、
「眸
子
」

は
、
ひ
と
み
の
意
。

宋

の
文
学
家
た
ち
は
、
詞
だ
け
で
な
く
、
詩
も
書
く
。
例
え
ぽ
、
蘇
東

坡
、
陸
游
な
ど
が
、
そ
う
で
あ
る
。
宋
の
詩
人
た
ち
の
詩
も
、
鴎
外
漢
詩

は

か
ん

う
つ

せ
い
い
つ
ぱ
つ

に
投
影
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
鴎
外
の

「波
間

に
忽
ち
埋
む
青

一
髪
」
と

い
う
句

の

「青

一
髪
」
は
、
蘇
東
坡

の

「
澄
邁
驛
通
潮
閣

二
首
」
詩
句

せ
い
ざ
ん
い
つ
ば
つ
こ

ち
ゆ
う
げ
ん

「青
山

一
髪
是
れ
ぞ
中
原
」
に
由
来
す
る
。
宋
詩

の
投
影

に

つ
い
て
は
、
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詳

し

く

述

べ

な

い

こ
と

に

し

た

い
。

*

*

*

時
代

は
、
元

に
入
る
が
、
元

の
代
表
的
な
文
学
ジ
ャ
ソ
ル
は
、
戯
曲

で

あ
る
。
文
学
史
で
は
、
元
曲
と

い
う
。
鴎
外
は
、
元
代

の
戯
曲
に
も
興
味

が
あ
り
、
そ
れ
を
か
な
り
読
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、
元
曲
の
代
表
作

せ
い
そ
う
き

で
、
北
曲
の
祖
と
さ
れ
る

『西
廂
記
』
を
研
究
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た

び

わ

き

元
末

の
戯
曲
で
南
曲

の
祖
と
い
わ
れ
る

『琵
琶
記
』
を
好

ん
で
い
た
ら
し

い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
次

の
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
三
十

一
年
二
月
二
十
七
日
の
日
記
に

「標
新
領
異
録
を
作
ら
ん
が

た
め
に
琵
琶

記
を
再
読
す
」
と
あ
り
、
同
三
月
二
日

の
日
記
に

「琵
琶
記

の
梗
概
を
篤

次
郎

に
口
授
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
三
月
二
十
七
日

の
日
記
に

「琵
琶

記
を
評
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
論
文
は
、
同
四
月
の

「
め
ざ
ま

(
3
)

し
草
」
巻
二
十
二
に
発
表
さ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『西
廂
記
』
と

『琵
琶
記
』
に
代
表
さ
れ
る
元

の
戯
曲
が
、

鴎
外
漢
詩
に
ど
う
投
影
し
て
い
る
か
、
筆
者

の
甚
だ
興
味
を
感
じ
る
問
題

で
あ
る
。
た
だ
、
時
代
が
下
る

に
つ
れ
て
、
言
語
表
現
が
豊
富

に
な
り
、

『西
廂
記
』
や

『琵
琶
記
』
な
ら
で
は
の
用
語
を
の
ぞ
い
て
は
、
鴎
外
漢

詩
に
見
え
る
言
葉

で
あ

っ
て
も
、
蘇
東
坡

の

「青
山

一
髪
」

の
よ
う
に
、

『西
廂
記
』
や

『琵
琶
記
』
か
ら
直
接
来
て
い
る
と
は
、
速
断

で
き
な

い

と
こ
ろ
が
あ

る
。
し
か
し
、
『
西
廂
記
』

の
作
者
王
実
甫
ま
た
は

『琵
琶

記
』

の
作
者
高
明

の
独
創
的
な
表
現
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
元
曲

の
投
影
に
関
す
る
断
定
的

な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
な

い
が
、
次

の
一
つ
を
、
参
考
ま
で
に
録
し

て

お

く

。

ニ

　
　
　

い

な

こ
こ
ろ

つ
よ

休
道
詩
人
腸
不
剛

道
う
休
か
れ

詩
人
の
腸

剛
か
ら
ず
と

従
軍
中

の
詩
句
だ
が
、

せ
い
そ
う
き
し
よ
き
ゆ
う

ち
よ
う

当
る

「
西
廂
記
諸
宮
調
」

莫
道
男
兒
心
如
鐡

こ
れ
は
、
あ

る
い
は
、
『西
廂
記
』

の
祖
先
に

の
次

の
句
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

い

な
か

だ

ん
じ

こ
こ
ろ

道
う
莫
れ

男
児

の
心
は

鉄

の
如
し

右
に
引
用
し
た
二
つ
の
句

は
、
形

の
上
で
も
内
容
的
に
も
似
か
よ

っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
元

の
時
代

の
二
人

の
詩
人
の
詩
か
ら
例
を
引

い
て
み
よ
う
。

こ
れ
も
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

い
ち
お
う
、
参
考
ま
で
に
録

し
て
お
く
。

む

　

丹
波
何
曾
無
豪
氣　

　
　
ロ

毎
遭
風
濤
即
清
磨

た
ん
ば

な
ん

か
つ

こ
う
き

丹
波

何
ぞ
曾
て
豪
気
無
き
や

ふ
う
と
う

あ

す
な
わ

し
よ
う
ま

風
濤
に
遭
う
ご
と
に

即
ち
消
磨

ド
イ
ッ
留
学
に
行
く
途
中
作

っ
た

「日
東
十
客

の
歌
」
の
詩
句

で
あ
る
。

丹
波
は
、
鴎
外
と
同
じ
船

で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
留
学

に
行
く
丹
羽
敬
三
の
こ

と
で
あ

っ
て
、
摂
津

の
人
、
裁
判
化
学
を
修
め
る
。

さ
つ
と

ら

と
こ
ろ
で
、
右
の

「丹
羽
」
の
句
は
、
あ
る
い
は
元
の
詩
人
薩
都
刺
の

へ
い
せ
い

こ
う
き

に
じ

は

よ

し

ふ
ん
ぷ
ん
な
ん

か
ぞ

詩
句

「平
生

の
豪
気

虹

の
吐
く
が
如
し
、
余
子

紛

々
何
ぞ
数
ふ
る
に
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た足
ら
ん
」
を
、
逆
の
意
味

に
生

か
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

む

む

　
コ
ニ
　
　

ひ
よ
う

つ
ら

か
い
か

し
よ
う

連
鑢
賞
開
花

鑛
を
連
ね
て
は

開
花
を
賞
し

長
詩

「松
渓
子
に
復
す
」

の
中
の
句

で
、
二
人
が
手
を
取
り
合

っ
て
い

っ
し
ょ
に
花
見

に
行
く
、
と
い
う
意
味
だ
が
、
こ
こ
の

「開
花
」
と
い
う

や

り
つ
そ

ざ
い

さ
い
い
き
か
ち
ゆ
う
じ
ゆ
う
え

い

語
は
、
あ
る
い
は
、
元

の
詩
人
耶
律
楚
材

の

「西
域
河
中
十
詠
」

の
中
の

は

ら
ん

か
い
か

み

詩
句

「杷
欖

の
開
花
を
看
る
」

か
ら
来
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な

し
よ
う

ら
、
「開
花
を
賞

し
」
と

「開
花

を
看
る
」
は
、
表
現

の
し
く
み
も
、
意

味
も
同
じ
だ
し
、
特
に

「開
花

」
と

い
う
語
を
、
開
か
れ
た
花
、
咲
い
た

花
と
い
う
意
味

で
使
う
の
は
珍

し
い
か
ら
で
あ
る
。
「開
花
」
と
い
う
言

葉
は
、
花
が
咲
く
と
い
う
意
味

に
使
わ
れ
る
の
が
、
ふ

つ
う
で
あ
る
。
例

え
ぽ
、
桃
樹
開
花
と
い
え
ぽ
、

桃
の
木
が
、
花
が
咲
く
と
い
う
意
味

に
な

る
。

*

*

*

明

の
時
代
に
入
る
。
明

の
初

期
の
詩
人
高
啓

(高
青
邱
)
の
詩
は
日
本

こ

い
ん
く
ん

た
ず

で
良
く
受
け

い
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼

の

「胡
隠
君
を
尋
ぬ
」

み
ず

わ
た

ま

み
ず

わ
た

は
な

み

ま

は
な

み

と
題
す
る
詩
、
「水
を
渡
り
、
復

た
水
を
渡
る
。
花
を
看
、
還
た
花

を
看

し
ゆ
ん
ぷ
う

こ
う
じ
よ
う

み
ち

お
ぼ

き
み

い
え

い
た

る
。
春
風

江
上
の
路
、
覚
え
ず

君
が
家

に
至
る
」
は
、
春
光
融
々
た

る
江
南

の
風
景
と
、
ゆ
う
よ
う
と
迫
ら
ざ
る
詩
人

の
心
境
を
描
い
た
も
の

と
し
て
日
本

の
人
々
に
格
別

に
愛
好
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

鴎
外
も
、
ま
た
、
高
青
邱

の
詩
が
す
き

で
あ

っ
た
。
彼

の
詩
集

「於
母

影
」

に
は

「青
邱

子
」
と

い
う

詩
が
あ

る
が
、
そ
れ

は
、
高
青
邱

の
詩

「青
邱
子
歌
」
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

む

む

む

勸
君
休
踏
蘇
高
跡ニ

ニ
ニ
　

至
竟
多
言
是
禍
媒

き
み

す
す

そ

こ
う

あ
と

ふ

や

君
に
勧
む

蘇
高
の
跡
を
踏
む
を
休
め
よ

し
き
よ
う

た

げ
ん

こ

わ
ざ
わ
い

な
か
だ
ち

至
竟

多
言
は
是
れ
禍
の

媒
な
れ
ぽ
な
り

『還
東
日
乘
』
に
見
え
る
詩
句

で
、
尾
崎
行
雄

に
多
言
し
な
い
こ
と
を
勧

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
「蘇
高
」
は
、
直
言

で
左
遷
さ
れ
た
、
宋

の
政
治

家
で
あ
り
、
詩
人
で
も
あ
る
蘇
東
坡
と
、
言
論
関
係
で
処
刑
さ
れ
た
明

の

詩
人
高
青
邱
の
二
人
を
い
う
。
こ
の
二
人
は
、
多
言
の
戒
め
の
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国

で
は
、
漢

の
文
、
唐

の
詩
、
宋
の
詞
、
元
曲
、
明
清
小
説
と

い
う

表
現
で
、
漢
代
以
降
二
千
年
余
り
の
中
国
文
学
史

の
主
流
を
概
括
す
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
文
学
ジ

ャ
ン
ル

が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
清
時
代
に
は
、
大
衆
小
説
が
流
行
し
、
そ
の
中
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
佳

作
が
生
ま
れ
た
。
鴎
外
は
、
学
生
時
代
か
ら
明
清
時
代

の
小
説
を
読
む
ご

き
ん
ぺ
い
ば

い

す
い
こ

で
ん

と
が
す
き
だ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
彼

は
、
『金
瓶
梅
』
や

『水
滸
伝
』
を

読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
し
、
中
で
も

『水
滸
伝
』

に
関
し
て
は
、
本
格
的
な

研
究
を
行

い
、
明
治
三
十
八
年
八
月

「
め
ざ
ま
し
草
」
巻
二
十

二
に

「水

滸
伝
論
」
を
発
表
し
て
い
る
。

鴎
外

の
読
書
範
囲
が
明
清

の
小
説

に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、

一
部

の

学
者

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼

の
自
伝
的
小
説

「
ヰ
タ

・
セ
ク
ス

ア
リ
ス
」
や

「雁
」

に
も
関
係

の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
幸

い
な
こ
と
に
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『水
滸
伝
』
か
ら

一
つ
の
例
を
見

つ
け
た
。

風
評
入
耳
浦
山
敷

む

む

む

　
　
ご
ロ

久
欲
以
投
名
状
投

ふ
う
ひ
よ
う

み
み

い

う
ら
や
ま
し

風
評

の
耳

に
入
り
て

浦
山
敷
く

と
う

め
い
じ
よ
う

も
つ

と
う

ほ

つ

久
し
く
投
名
状
を
以
て
投
ぜ
ん
と
欲
す

一
橋
同
窓
会
幹
事
に
寄
せ
た
狂
詩
体

の
詩
に
見
え
る
詩
句
で
あ
る
。
あ

ざ
笑
う
気
持
を
表
わ
す
た
め
だ
ろ
う
か
、

こ
の
詩
に
は
、
和
製
漢
語
や
中

国
語

の
俗
語
が
ふ
ん
だ
ん
に
使

わ
れ

て
い
る
。
「浦
山
敷
」
は
、
う
ら
や

ま
し
い
。
日
本
語

の
宛
字

で
、
中
国
語

に
は
な

い
。
だ
が
、
「投
名
状
」

は
、
中
国
語
の
俗
語
で
あ
る
。
俗
語
は
、
ふ
つ
う
、
典
雅
な
文
学
だ
と
さ

れ
る
漢
詩

に
は
適
さ
な
い
。
そ

し
て
、
「投
名
状
」
と
い
う
言
葉
は
、

い

ま
で
は
、
す

で
に
死
語
に
な

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
『水
滸
伝
』
の
百

し
ゆ
き

す
い
て
い

こ
う
せ
ん

ほ
ど

り
ん
ち
ゆ
う

二
十
回
本

の
第
十

一
回

「朱
貴

水
亭
に
て
号
箭
を
施
こ
し
、
林
冲

雪

り
よ
う
ぎ
ん

の
ぼ

の
夜
に
梁
山
に
上
る
」
に
見
え

る
。
投
名
は
仲
間
入
り
の
意
。
状
は
、
ふ

つ
う
は
、
手
紙
と
か
、
紹
介
状

の
意
味
も
あ
る
が
、
『水
滸
伝
』

で
は
、

手
み
や
げ

の
意
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「投
名
状
」

は
、
林
冲
が
梁
山
泊
に
仲
間
入

り
す
る
た
め
の
手
み
や
げ
、
お
礼
の
意
で

あ
る
が
、
旦
ハ体
的
に
は
、
山
を

お
り
、
強
盗
を
し
て
、
奪

い
取

っ
た
財
宝

を
親
分
に
贈

っ
た
こ
と
を
い
う
。

鶴
外

の

「投
名
状
」
も
、
だ

い
た
い
同
じ
意
味

で
使
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
手
土
産
を
ぶ
ら
さ
げ

て

一
橋
同
窓
会

に
仲
間
入
り
さ
せ
て
も
ら
う
意

味

で
あ
る
。
「
こ
の
間
開
か
れ

た

一
橋
同
窓
会

の
成
立
大
会

は
た
い

へ
ん

賑
や
か
だ

っ
た
、
と
い
う
噂
が
耳
に
入
り
、
浦
山
敷
く
思
い
、
早
く
か
ら

手
土
産
を
以
て
行

っ
て
仲
間
入
り
さ
せ
て
も
ら
お
う
と
思

っ
て
い
た
」
と

い
う

の
が
、
右

の
二
行
の
詩

の
内
容
で
あ
る
。

軍
營

一
夜
無
聊
甚

　

む

む

　
　
　
　ハ
ロ

餘
事
還
爲
柳
敬
亭

ぐ
ん
え
い

い
ち
や

ぶ
り
よ
う

は
な
は

軍
営
の

一
夜

無
聊

甚
だ
し

よ

じ

ま

り
ゆ
う
け
い
て
い

な

余
事
は
還
た
柳
敬
亭
を
為
す

日
清
戦
争
従
軍
中
、
朝
鮮
で
作

っ
た
七
絶

の
第
三
、
四
句

で
あ
る
。
軍

隊
の
夜

の
生
活
は
、
と
て
も
、

つ
ま
ら
な
い
も
の
で
、
暇

つ
ぶ
し
に
寄
席

を
聞
き

に
ゆ
く
と
い
う
意
味
。
清

の
思
想
家
黄
宗
羲

の

「柳
敬
亭
伝
」
に

よ
れ
ば
、
柳
敬
亭
は
、
中
国
江
蘇
省
北
部
の
泰
州

の
人
で
あ
り
、
明
代

の

有
名
な
愛
国
的
説
書
人

(日
本
の
講
談
師
に
当
る
)
で
あ
る
。
鴎
外
が

こ
こ

で

「柳
敬
亭
」
を
使
う
の
は
、
修
辞
的

に
は
、
借
代
法
と

い
う
も
の
で
、

落
語
、
漫
才
、
講
談
な
ど
を
興
行
す
る
寄
席
を
さ
す
。

*

*

*

こ
れ
ま
で
、
多
く

の
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
、
詩
経

の
時
代
か
ら
明
清
の

時
代
に
い
た
る
ま
で
、
三
千
年
に
わ
た
る
中
国
文
学
、
特
に
詩
歌
か
ら
の
、

鴎
外
漢
詩
に
お
け
る
受
容

の
ア
ゥ
ト
ラ
イ
ン
を
描

い
て
み
た
が
、

い
う
ま

で
も
な
く
、
き
わ
め
て
不
充
分
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
や

む
を
え
な
い
こ
と
だ
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
も
し
で
き
る
こ
と
な
ら
、

こ
の
節

の

「中
国
古
典
文
学
、
特
に
詩
歌
か
ら
の
受
容
」
を
、
も

っ
と
時

間
を
か
け
て
詳
し
く
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
私
が
調
査
し
え
た

例
も
、
上
に
挙
げ
た
も
の
に
は
止
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
念

の

た
め
、
私
が
出
典
と
し
て
調
査
し
え
た
主
な
例
を
、
挙
げ

て
お
く
こ
と
に
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す

る
。

◎
文
選
ー

五
十
二
例

(う

ち
陶
淵
明
が
八
例
)。

◎
唐
詩

百
三
十
五
例
。

そ
の
内
訳
は
次

の
と
お
り
。

杜
甫
ー

三
十
九
。
李
白

三
十
五
。
白
楽
天
ー

三
十
七
。
王

維
ー

十

一
。
寒
山

十
。
杜
牧
-

三
。

韓
愈
な
ど
ほ
か
の
詩
人

の
例
は
、
こ
の
数

に
含
ま
な
い
。

◎
宋

の
詞

・
詩

二
十
七
例
。
そ
の
中

に
、

陸
游

十
七
。
蘇
東
坡
ー

十
。

そ
の
他
、
例
え
ば
、
黄
庭

堅
、
楊
万
里
、
歐
陽
修
な
ど
の
例
も
あ
る

が
、
や
は
り
こ
こ
で
は
含

め
て
い
な

い
。

こ
の

一
節
に
、
例
と
し
て
挙
げ

て
い
る
の
は
、
調
査
例

の
ほ
ん
の
わ
ず

か
に
と
ど
ま
る
。

◎
文
選

五
人
の
詩
人
、
各
人

一
例
。

◎
唐
詩
i

六
人
の
詩
人
、

各
人

一
例
。

◎
宋
の
詞

・
詩

四
人

の
計
六
例
。

*

*

*

最
後
に
、
私
な
り
の
結
論
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

ω

鴎
外

の
漢
詩
は
、
三
千
年
に
わ
た
る
中
国
文
学
、
特
に
詩
歌
か
ら

豊
富
な
栄
養
を
汲
み
取

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

②

な
か
で
も
特
に

『文
選
』
と
唐
詩

か
ら

の
受
容
が
大
き

い
。
私
の

印
象
で
は
、
鴎
外

の
得
意

と
し

た
五
言
古
体
詩

は
、
『文
選
』

に
学
び
、

七
絶
と
七
律

は
、
『唐
詩
選
』

に
学
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

㈹

鴎
外

の
好
き
な
中
国
詩
人

の
名

は
、
数
多
く
挙
げ
ら
れ
る
が
、
李

白

、

杜

甫

、

白

楽

天

が

、

だ

い
す

き

だ

っ
た

だ

ろ

う

。

の
影

響

が

一
番

大

き

い
と

思

う

。

な
か
で
も
、
杜
甫

三
、
漢
詩
の
表
現
形
式

・
技
巧

・
思
想
を
熟
知
す
る
鴎
外

第

一
、
二
節

で
述
べ
た
こ
と
を
通
し
て
、
中
国

の
文
化

・
文
学
、
特

に

詩
歌
に
関
す
る
鴎
外

の
造
詣

の
深
さ
を
ほ
ぼ
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
の

一
節
で
は
、
鴎
外
が
、
漢
詩

の
表
現
形
式
、
技
巧
、
思

想
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

文
学

・
芸
術

の
ど

の
ジ
ャ
ン
ル
も
、
同
じ
だ
ろ
う
が
、
長
い
時
間
の
試

練
を
経
て
成
熟
す
る
う
ち
に
、
表
現
形
式
、
技
巧
、
思
想
の
面
に
お
い
て
、

一
部
、
固
定
し
た
も

の
を
形
作
る
よ
う
に
な
る
。
歴
史

の
長

い
も
の
ほ
ど
、

こ
う
し
た
固
定
し
た
も

の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ぽ
、
俳
句

の

季
語
が

一
例
だ
と
思
う
が
、
俳
句

の
発
展
に
と
も
な

っ
て
、
季
語
も
、
ま

す
ま
す
豊
富

に
な

っ
た
。
ま
た
、
中
国
の
京
劇
と
日
本
の
歌
舞
伎
も
、
そ

う
だ
と
言
え
よ
う
o

中
国
文
化
と
い
う
土
壌

に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
漢
詩
は
、
長

い
歴
史
的

発
展

の
中

で
、
独
特

の
表
現
形
式
、
技
巧
、
及
び
思
想
を
、
た
く
さ
ん
形

成
し
て
来
た
。

ひ
よ
う
そ
く

つ
い
く

詩
才

に
め
ぐ
ま
れ
、
漢
文
が
書
け
て
、
押
韻
、
平
仄
、
対
句
な
ど
、
漢

詩
を
作
る
ル
ー
ル
を

マ
ス
タ
ー
し
た
ら
、

い
ち
お
う
は
、
作
詩

で
き
る
と

し
て
も
、
し
か
し
、
良

い
漢
詩
を
作
る
に
は
、
ま
た
漢
詩

の
土
壌
で
あ
る

中
国
文
化
や
文
学
、
並
び
に
漢
詩
独
特

の
表
現
形
式

・
技
巧

・
思
想

に
つ

い
て
豊
富
な
知
識
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鴎
外
は
、
こ
れ
ら

の
条
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件
を
全
面
的
に
備
え
た
か
ら
こ
そ
、
優
れ
た
漢
詩
人
に
な
れ
た
の
で
あ
る
。

*

*

*

ま
ず
、
第

一
に
、
鴎
外
は
、
漢
詩
の
表
現
形
式
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
、

思
う
存
分
使
う
こ
と
が
で
き
た
人
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
表
現
形
式
と
は
、
表
現
符
号
と
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
が
、

主
と
し
て
言
語
表
現
、

つ
ま
り
詩
語
を
さ
す
。
漢
詩
の
言
語
表
現
に
は
、

二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

一
つ
は
、
古
語
が
多
い
こ
と
、
こ
れ
は
、
三
千
年

に
わ
た
る
歴
史
的
発
展

の
沈
積
だ
と
考
え
て
も

い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

古
語
の
多
く
は
、
現
在
で
は
、
す
で
に
分
か
り
に
く
い
言
葉
、
は
て
は
死

語

に
な

っ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
、

つ
ね
に
直
言
を
避
け
て
、
比
喩
、
暗

示
な
ど
、
極
度

に
微
妙
な
含
蓄
を
持
た
せ
る
表
現
、
と
き
に
は
表
裏
二
重

の
意
味
を
持
た
せ
る
表
現
を
取
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
意
味
か
ら
し
て
、

漢
詩

の
表
現
系
統
は
、
多
少
暗

号
電
報
と
似
か
よ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と

言

っ
て
も
、
決
し
て
言
い
過
ぎ

で
は
な

い
。
優
れ
た
漢
詩
人
に
な
る
に
は
、

こ
う
し
た
表
現
技
術
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
逆

に
言
え
ば
、

こ
う
し
た
暗
号
電
報

の
よ
う
な
表
現
技
術
に
通
じ
な
け
れ
ば
、
漢
詩
を
読

み
こ
な
す
こ
と
も
、
難
し
い
。
字
づ
ら
の
意
味
、
ま
た
は
皮
相
的
な
こ
と

は
分
か

っ
て
も
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
、
ま
た
は
裏

に
隠
れ
て
い
る
こ
と
は
、

し
ぼ

し
ば
分
か
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
鴎
外
は
、
漢
詩

の
表
現
技
術
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
自
由
自

在

に
駆
使
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

の
漢
詩
も
、
ま
た
た
い

へ
ん
難
し

い
も
の
と
な
る
。
難
解
き
わ
ま

る
古
語
が
、
い
っ
ぱ

い
使
わ
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
暗
号
電
報
の
よ
う
な
表
現
が
随
処
に
見
ら
れ
る
。

次

に
、

彼

の
漢

詩

か

ら

、

そ

の

一
斑

を

う

か
が

っ
て

み

よ
う

。

◎
騏
驥
1

す
ぐ
れ
た
馬
。
す
ぐ
れ
た
才
能
を
持

つ
人
の
た
と
え
。
友

人
に
対
す
る
尊
敬
語
。

◎
駑
駘
ー

の
ろ
い
馬
。
才
能

の
お
と

っ
て
い
る
人

の
た
と
え
。
み
ず

か
ら
を
言
う
謙
譲
語
。
右

の
二
つ
は
、
古
代
の
、
人
間
と
馬
と

の
密

接
な
関
係
を
表
わ
す
も

の
。

◎
丹
青
-

絵
画
。
書
籍
。
歴
史
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
。

◎
挂
錫
ー

1
常
住

の
僧
侶
。

◎
飛
錫
ー

雲
水
僧
。

◎
木
桃
i

素
樸
な
贈
物
を
言
う
謙
譲
語
。
友
達

へ
の
手
紙
。

◎
瓊
瑶

立
派
な
贈
物

の
美
称
。
友
達
か
ら

の
手
紙
。

◎
軽
羅

・
繊
手

・
裙
釵

・
玉
繊
-

美
し
い
女
性

の
比
喩
。

◎
袖

・
紅
裙
1
ー
若

い
女
性

の
代
名
詞
。
娼
妓
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
。

◎
芙
蓉
-

美
人
の
た
と
え
。

◎
芙
蓉
香
老
-

美
人
が
初
老

に
入
る
。
美
人
の
美
し
さ
が
衰
え
る
。

◎
金

.
玉

・
金
玉

・
綺
羅

・
錦
鋪
ー

い
ず
れ
も
美
し
い
も
の
、
得
が

た

い
も

の
、

尊

い
も

の

の
た

と

え

。

漢

文

化

に

お
け

る
金

・
玉

・
シ

ル

ク

の
高

い
地

位

が

窺

え

る
。

◎
蒹
葭
-

粗
末
で
、

つ
ま
ら
な
い
も
の
の
た
と
え
。

◎
風
月
ー
1
白
冖然

の
美
し
い
景
色

で
あ
る
と
同
時

に
、
良

い
詩

の
た
と

え
で
も
あ
る
。

◎
堯

・
舜

・
禹
ー

聖
人
の
代
名
詞
。
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◎
鴛
鴦

・
琴
瑟
相
和
-

仲

の
良

い
夫
婦

の
た
と
え
。

◎
翡
翠

(鳥
)

小
さ
く

て
美
し
い
も
の
。
女
を
さ
す
。

◎
鯨
魚
-

大
き
く
て
力
つ

よ
い
も

の
。
男
児
の
た
と
え
。

◎
廟
廊

・
廟
堂
ー

政
府
を
さ
す
。

◎
朝
衣

・
朝
衫

・
朝
服

官
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
。

◎
拂
衣

・
挂
冠

・
解
綬
-

官
職
を
や
め
て
引
退
す
る
。

◎
干
戈

・
戰
雲

・
陣
雲
-

い
ず
れ
も
戦
争

の
比
喩
。

◎
胡
茄
-

外
国
、
ま
た
は
異
民
族
地
域
の
た
と
え
。

◎
龍

・
鳳
凰
ーー
⊥
呈
帝

・
皇

后

の
た
と
え
だ
が
、
転
じ
て
皇
帝
、
皇
室
、

都
、
首
府
な
ど
と
関
係
あ

る
言
葉

に
使
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
鳳
城
、

龍
旌
、
鳳
山
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

◎
鵬
-

大
き
な
志
、
ま
た
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
を
表
わ
す
。

◎
麒
麟
1

す
ぐ
れ
た
人
物
、
ま
た
天
才

の
た
と
え
。
と
こ
ろ
で
、
右

の

「龍

・
鳳
凰

・
麒
麟
」

は
、

い
ず
れ
も
、
想
像
上

の
架
空
の
動
物

だ
が
、
昔
、
中
国
で
は
、

と
て
も
大
事

に
さ
れ
て
、
亀

を
加

え
て

「四
霊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
中
国
文
化
に
お
け
る
、
こ
の

「
四
霊
」

の
高

い
地
位
は
、
論
理
以
前

の
不
思
議
な
も
の
が
あ

っ
た
と
言
え
よ

う
。

◎
松
樹
ー

節
操
を
守
る
こ
と
、
正
直

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
長
寿

で

あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
。

◎
梅
花
-

春

の
お
と
ず
れ
、
早
春

の
シ
ン
ボ

ル
。

◎
楊
柳
1

い
ろ
ん
な
意
味

の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、

別

離

、

春

、

無

力

な

ど

。

舟
を
言
お
う
と
す
れ
ば
、
扁
舟
、

一
葦
な
ど

の
詩
語
を
用

い
る
。
万
ト

ン
級
の
大
船

で
あ

っ
て
も
か
ま
わ
な

い
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
鴎
外
が
ド
イ

ッ
留
学
に
行
く
と
き
乗

っ
た

フ
ラ
ン
ス
の
客
船
は
、
か
な
り
大
き
な
船
だ

っ
た
は
ず
だ
が
、
彼

の
詩

で
は
、
「扁
舟
」
と
な

っ
て
い
る
。

大
き
な
志
を
言
う
と
き
に
は
、
大
志
と
言
う
よ
り
も
、
「
四
方
志
、
青

雲
志
、
鵬
翼
、
鵬
程
、
長
風
万
里
」
な
ど
の
詩
語

で
表
わ
す
。
そ
れ
に
対

え
ん
じ
や
く

し
、
志

の
小
さ
い
人
は
、
「燕
雀
」
に
た
と
え
ら
れ
る
。

夜
お
そ
く
ま
で
、
と
い
う
意
味
に
は
、
剪
燭

・
剪
殘
燭

(ろ
う
そ
く
の

芯
を
切
る
こ
と
)
が
使
わ
れ
る
。
実
際
は
、
電
灯

で
あ

っ
て
も
、

い
っ
こ

う
構
わ
な
い
。

別
離
を
表
わ
す
詩
語
に
は
、
柳

の
ほ
か
、
渭
城
の
歌
や
、
は
な
れ
ば
な

し
ん

し
よ
う

れ
に
な

っ
て
い
る
夜
空
の
星

の
参
と
商
が
用

い
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
故
郷
を
離
れ

て
さ
す
ら
う
こ
と
は
、
萍

(浮
き
草
)、
ま
た

は
蓬

(よ
も
ぎ
)
に
た
と
え
ら
れ
る
。

故
郷
を
離
れ
て
旅
を
す
る
人

の
こ
と
を
、
征
人

・
征
夫

・
征
衫

・
征

途

・
客
衣

・
游
子
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
、
故
郷

・
故
国
の
こ
と
を
、
故
山

・
故
園

・
家
山

・
小
園

と
い
う
。

旅
先
と
故
郷
が
遠
く
離
れ
る
こ
と
は
、
雲
路

・
天
涯

・
水
雲
際
な
ど
の

詩
語
で
表
現
す
る
。

そ
し
て
、
旅
愁
を
表
わ
す
の
に
、
落
日
、
猿
声
な
ど
が
用

い
ら
れ
る
が
、

猿
の
鳴
き
声
を
聞
こ
う
が
、
聞
く
ま
い
が
、
問
題

に
し
な
い
。
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*

*

*

第
二
に
、
鴎
外
は
、
漢
詩

の
難
し
い
技
巧

の
多
く
を
使
い
こ
な
し
た
人

だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
用
典

(典
故
の
使
用
)、
双
関

(か

け
こ
と
ぽ

の
使
用
)、
誇
張
、
借
用

(本
歌
取
り
)、
詩
化

(詩
的
情
緒
を
持

た
せ
る
た
め
に
地
名
な
ど
を
改
造
す
る
)、
詩
眼

(字
眼
)
な
ど
、
六

つ
の
技

巧
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
た
い
。

ω
用
典

(典
故
の
使
用
)

か

し

き

ふ
く

ふ

例
え
ぽ
、
長
詩

「松
渓
子
に
復
す
」
に

「賈
子

忌
鵬
を
賦
す
」
と

い

う
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

一
つ
の
典
故
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「賈
子
」

か

ぎ

は
、
漢

の
時
代

の
思
想
家
賈
誼

の
こ
と
。
「忌
鵬

を
賦
す
」

は
、
賈
誼

の

ふ
く
ち
よ
う
ふ

ふ
く
ろ
う

代
表
作

「鵬
鳥
賦
」
を
さ
す
。
鵬
鳥
と
は
、

つ
ま
り
梟
で
あ
り
、
中
国
で

は
不
吉
な
鳥
と
さ
れ
て
、
そ
の
鳥
が
人
家
に
来
る
と
、
そ
の
家

の
主
人
が

死
ぬ
と
言
わ
れ
る
。
夏

の
あ
る
日
の
夕
方
、

一
羽
の
梟
が
賈
誼

の
宿
舎
に

飛
ん
で
来

て
、
賈
誼

の
ぞ
ぽ
に
と
ま

っ
て
、
動
こ
う
と
し
な
い
。
も
と
も

と
、
都
か
ら
南
方

の
低
湿
の
地
長
沙

に
転
出
し
て
来

た
賈
誼
は
、
そ
れ
で

な
く
て
も
、
長
く
は
生
き
ら
れ

な
い
と
思

っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
不
吉
な

梟

の
飛
来
を
た
い

へ
ん
悲
し
く
思

い
、
「鵬
鳥
賦
」
を
作

っ
た
と

い
う
。

わ
ざ
わ
い

ふ
く

よ

ふ
く

わ
ざ
わ
い

ふ

そ

の
中

に

「
禍

は
、

福

の
倚

る

と

こ

ろ

、

福

は
、

禍

の
伏

す

る

と

こ

ろ
、

ゆ
う
き

も
ん

あ

つ
ま

き

つ
き
よ
う

い
き

憂
喜

門

に
聚
り
、
吉
凶

域

を
同
じ
く
す
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
禍
と

福
が
お
互
い
に
転
換
す
る
と
い
う
思
想
を
表
わ
し
て
い
る
。
鴎
外
は
、
こ

の
典
故
で
、
万
事
は
塞
翁
が
馬

だ
よ
と
、
明
治
七
年
鴎
外
と
と
も
に
東
京

医
学
校

の
予
科
に
入
学
し
た
が
家
庭
的
事
情
に
よ
り
、
明
治
十
二
年
初
夏
、

田
舎
に
帰

っ
た
竹
馬

の
友

の
松
渓
子
を
励
ま
し
た
の
だ
と
思
う
。

典
故

の
使
用
は
、
漢
詩
を
作
る
技
巧
の

一
つ
で
あ
る
。
典
故
を
巧
み
に

使
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

こ
れ
は
、
漢
詩
人

の
レ
ベ
ル
を
計
る
重

要
な
尺
度
の

一
つ
だ
と
考
え
て
も
よ
い
。
鴎
外
は
、
そ
の
点
、
曲
ハ故

の
使

用
が
、
と
て
も
上
手

で
あ

っ
て
、
彼

の
漢
詩

に
、
数
多
く
の
典
故
が
、

い

ず
れ
も
巧
み
に
使
わ
れ
て
い
る
。
漢
詩

に
お
け

る
典
故

は
、
中
国

の
人

文

・
社
会

・
歴
史

の
厚
い
地
層

に
根
を
お
ろ
し
た
も

の
な
の
で
、
そ
れ
に

は
、

一
つ
一
つ
に
豊
富
な
情
報
が
託
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
る
で
豊
富
な
デ

ー
タ
を
イ
ン
プ

ッ
ト
し
た
現
代
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ

ィ
ス

ク
み
た
い
な
も

の
で
あ
る
。
上
例

の
た

っ
た
五

つ
の
漢
字
が
、
あ
れ
だ
け

豊
富
な
内
容
を
持
ち
、
あ
れ
だ
け
深
い
人
生
哲
学
を
包
ん
で
い
る
こ
と
は
、

そ
の
こ
と
を
物
語
る
有
力
な
証
拠
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

②
双
関

(か
け
こ
と
ば
の
使
用
)

　

む

久
矣
丘
園
栽
遠
志

む

む

コ

モ
　ニ
　

藥
嚢
那
敢
貯
當
歸

薬ぞ久暮
嚢2し

き
ゆ
う
え
ん

え
ん
し

う

丘
園
に
遠
志
を
栽
う
る
こ
と

な
ん

あ

と
う
き

た
く
わ

那
ぞ
敢
え
て
当
帰
を
貯
え
ん
や

荒
木
鳳
岡
を
詠

じ
た
詩
句

で
あ
る
。
「遠
志
」
と

「当
帰
」

は
、
か
け

こ
と
ば
。
漢
方
薬

の
名
前
で
あ

る
と
と
も

に
、
遠
大
な
志
と
、
せ
つ
な
い

望
郷
の
念
を
表
わ
し
て
い
る
。
詳

し
く
は
拙
著

『森
鴎
外

の
漢
詩
』

(下
)

の
四
三
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

そ
の
ほ
か
、
詩

〔
一
二
七
〕

で
は
、
「石
丈
」
と

「
黒
頭
」

の
二
語
を

使

っ
て
、
同
じ
船

で
帰
国
す
る
上
司
石
黒
忠
悳
の
苗
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詩

か
ん
め
い
し

句

の
中
に
は
め
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
詩

で
は

「嵌
名
詩

(名
を
は
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め
る
詩
)
」

と

い

い
、

か

け

こ

と
ぽ

の

一
種

で

あ

る
。

「
石

丈

」

は

、

人

間

こ
く
と
う

こ
う

の
形
を
し
て
立

っ
て
い
る
石

の
こ
と
、
「黒
頭
」
は
、
黒
頭
公

の
略

で
、

若

い
官
吏

の
意
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
詩
で
は
、
石
黒
忠
悳

の
苗
字
を
は

め
こ
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、
そ

い
つ
は
、
若

い
官
吏
だ
が
、
石
こ
ろ
の
よ

う
な
頑
固
者
だ
と
、
暗
に
上
司

の
石
黒
忠
悳
を
か
ら
か

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
か
け
こ
と
ば

の
技
巧
と
し

て
は
、
み
ご
と
な
出
来
ぽ
え
だ
と
言
え
よ

う
。ま

た
、
中
国

の
彫
刻

を
詠
じ

た
詩

〔
一
六
五
〕
で
は
、
「金
人
語
」
、

「石
馬
奔
」
で
、
古
代
彫
刻

の
材

料
で
あ
り
、
彫
刻

の
代
名
詞

で
も
あ

る

金
石
の
二
字
を
、
二

つ
の
詩
句

に
は
め
こ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
「金
人

語
」

は
、
金
属

で
彫

っ
た
人
物

像
が
、
す
ぐ
に
も
語
り
か
け
よ
う
と
す
る

意

で
、
「石
馬
奔
」
は
、
石
で
彫

ん
だ
馬
が
ま
る
で
今

に
も
走

り
出
す

よ

う
だ
と
い
う
意

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鴎
外
は
、
「
金
人
語
」
と

「石
馬
奔
」

の
か
け
こ
と
ぽ

に
、
中
国

の
彫
刻
品
は
生
動
し
て
い
る
と
い
う
意
味
を
託

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
け
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
表
裏
二
重

の
意
味
を
持
た
せ
、

詩

に
深

い
奥
行
き
と
趣
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
は
こ
れ
は
、
た

い
へ
ん
難
し
い
技
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
述
の
三
例
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
鴎
外
は
、
こ
う
し
た
技
を
巧
み
に
生
か
し
て
い
る
。

③
誇
張

誇
張
も
、
漢
詩

の
技
巧
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
例
は
、

は
く
は
つ
さ
ん
ぜ
ん
じ
よ
う

ど

は
つ

か
ん
む

つ

李
白

の

「白
髪
三
千
丈
」、
岳
飛

の

「怒
髪

冠
り
を
衝
く
」
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
岳
飛

の
句
は

『史
記

』
「藺
相
如
伝
」

の

「怒
髪
上
衝
冠
」

に

も

と

つ

く

も

の

で
あ

る
。

一
例

を

挙

げ

て

み

る
。

鴎
外
も
、
誇
張
と
い
う
技
巧
を
好
ん
で
使

っ
た
。

　

む

む

　　
　
　
う

き

く
る
ま

あ

つ

じ
ん
こ

し
め

雨
氣
壓
車
人
語
濕

雨
気

車
を
圧
し
、
人
語

湿
る

「雨
氣
」
は
、
雨
が
降
り
そ
う
な
時
、
ま
た
は
降

っ
た
後
、
空
気
中

に
充

満
し
た
湿
気

の
こ
と
。
「壓
車
」
は
、
そ
の
湿
気
が
車
、
ま
た
は
車

の
中

の
人
を
圧
迫
す
る
意
。
気
圧
が
低

い
こ
と
を
、
誇
張
し
て
表
現
し
て
い
る
。

「人
語
湿
る
」
は
、
人

の
話
ま
で
が

「雨
氣
」
に
ぬ
れ

て
、
じ
め
じ

め
し

て
い
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
。
物
理
的

に
は
、
人

の
話
が
湿
気

に
ぬ
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
誇
張
し
た

表
現

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
人
語
湿
る
」
と
い
う
誇
張
は
、
ま
た
、
李
白

の

「白
髪
三
千
丈
」
と
同
じ
よ
う

に
、
詩
的
合
理
性
と
趣
を
持

っ
て
い
る
。

そ
う
た
ん

と

こ

ろ

で
、

鴎

外

の

こ

の
句

は
、

あ

る

い

は

、

宋

の
陸

游

の

「
滄

灘

」

う

よ

ぎ
よ
し
や

す
い
え
ん
し
め

と
い
う
詩

の

「雨
余

の
漁
舎
は
、
炊
煙
湿
る
」
と
い
う
句
か
ら
ヒ
ン
ト
を

得
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
陸
游

の

「
炊
煙
湿
る
」

は
、
写
実

に

近

い
句

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
鴎
外
の

「人
語
湿
る
」
は
、
完
全
に
誇
張

の
句
だ
と
言
え
る
。
詩
の
効
果
か
ら
見
れ
ば
、
鴎
外

の
表
現
は
、
陸
游

の

表
現
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
、
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

㈲
借
用

(本
歌
取
り
)

む

む

む

む

む

む

む

て
ん
じ
よ
う

き

り
ん

と
き

ひ
と
く
だ

天
上
麒
麟
時

一
下

天
上
の
麒
麟

時
に
一
下
り
し

ニ

モ
　
ロ

じ
ん
か
ん

ま

よ

じ

ろ
う

人
間
復
見
好
兒
郎

人
間

復
た
見
る
好
き
児
郎
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溺
れ
か
か

っ
た
仲
間
を
勇
敢

に
救

っ
た
馬
場
少
年
を
ほ
め
た
た
え
た
句

て
ん
り
よ
う

き

り
ん

と
き

ひ
と

で
あ

る
。
「天
上

の
麒
麟

時

に

一
た
び
下
る
」
の
句

は
、
天
上
界

か
ら

下

っ
た
麒
麟
、

つ
ま
り
神
童
だ

巴
い
う
意
だ
が
、
唐

の
詩
人
杜
牧

の

「贈

李
秀
才
是
上
公
孫
子

(上
公
の
孫

で
あ
る
李
秀
才

に
贈

る
意
)」
と
い
う

詩
の

「
天
上
麒
麟
時

一
下

人
間
不
独
有
徐
陵

(天
上

の
麒
麟
時
に

一
下

り
し
、
人
間
に
独
り
徐
陵
有
る

の
み
な
ら
ず
)」
と
い
う
句
を
借
り
て
、

そ
の
ま
ま
使

っ
た
も

の
で
あ
る
。

古
人

の
句
を
借
り
て
使
う
の
も
、
漢
詩

の
技
巧

の

一
つ
で
、
上
手
に
使

え
ぽ
、
詩
が
生
き
て
く
る
。
こ
の
手
法

は
、
古
く
か
ら
あ

っ
た
。
例
え
ば
、

ゆ
う
ゆ
う

し
か
な

の

へ
い

く
ら

わ
れ

曹
操

の
名
詩

「短
歌
行
」

の

「拗
吻
と
鹿
鳴
き
、
野
の
苹
を
食
う
。
我
に

か

ひ
ん
あ

し

つ

こ

し
よ
う

ふ

嘉
賓
有
ら
ば
、
瑟
を
鼓
し
、
笙
を
吹
か
ん
。」
は
、
『詩
経
』
小
雅

の

「鹿

鳴
」

の
冒
頭

の
四
句
を
、
そ
の
ま
ま
使

っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
詩
化

鴎
外

の
漢
詩
に
は
、
地
名
が
数
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
や

中
国

の
地
名
だ
け

で
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
名
な
ど
も
、
た
く
さ
ん
登

場
す
る
。
こ
れ
ら

の
地
名
の
多

く
は
、
詩
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、

鴎
外
に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
た
り
改
造
さ
れ
た
り
し
た
も

の
で
あ
る
。
彼
は
、

中
国

の
法
則
を
守
り
な
が
ら
、
字
数
、
音
韻
が
詩
語
に
ふ
さ
わ
し
く
、
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
も
美
し
く
感
じ

さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
地
名

は
、
も
と
の
ま
ま
で
は
、
詩
に
入
り
に
く
く
、

無
理
を
し
て
取
り
入
れ
た
ら
、
詩
情
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
名

へ
の
選
択
や
改
造

の
こ
と
を
、
私
は
詩
化
と

言

い

た

い
。

◎
中
国

禹
城
。

◎
独
逸
ー

徳
州
。
中
国
語
で
は
徳
国
と
い
う
。

◎
北
海
道
-

北
溟
天
。

◎
西
日
本
l
I
西
藩
。

◎
九
州

九
国
。

◎
仙
台
l
I
圭
目
葉
城
。

◎
新
潟
ー

新
斥
。
小
揚
州
。

◎
信
濃
川
-

信
江
。

◎
浅
間
山
ー

朝
隈
。

◎
佐
渡
島
-

佐
州
。

◎
二
重
峠
-

双
重
。

◎
横
浜
港
-

横
湾
。

◎
函
舘
港
-

函
湾
。

◎
ホ
ー

ヘ
ン
シ
ュ
ワ
ン
ガ
ウ
城
ー

鵠
山
城
。

◎
ウ
ル
ム
湖
ー

鳥
湖
。

◎
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
ー

僧
都
。

◎
ベ
ル
リ
ン
ー

落
羽
城
。

◎
丘
陵
地
帯

の
葡
萄
畑
-

酒
山
。

(こ
れ
な
ど
は
、
ま

っ
た
く
N
H

K

の
連

想

ゲ

ー

ム

み

た

い

で
あ

る
。
)

◎
紅
海
と
ア
ラ
ブ
海

の
ア
デ

ン
を
結
ぶ
バ
ブ

エ
ル
マ
ン
デ
ブ
海
峡
-

涙

門

。
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◎

ス

マ
ト

ラ
ー

蘇

門

。

◎

コ

ロ

ソ
ボ
ー

月

国

。

中

国
語
で
は
蘇
門
答
膳
と
い
う
。

右

の
詩
化
し
た
地
名
は
、
す

べ
て
鴎
外
が
改
造
し
た
も

の
だ
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。

一
部

に
、
中
国

ま
た
は
日
本

の
漢
詩
人

の
使

っ
た
も

の
も

あ
れ
ば
、
「青
葉
城
」
な
ど
、
も
と

の
地
名
も
あ
る
。

こ
う
し
た
地
名

は
、

彼

の
詩
を
読
解
す
る
筆
者
に
、

と
き
ど
き
謎
み
た
い
な
難
題
を
も
た
ら
し

た
も

の
で
あ
る
。

⑥
詩
眼

(字
眼
)

詩

は
、
ま
ず
言
葉

の
芸
術

で
あ
る
。
漢
詩
も
、
例
外

で
は
な
い
。
古
来
、

有
名
な
漢
詩
人
ほ
ど
、
詩
語

の
選
択

に
凝

っ
た
。
詩
聖
と
呼
ば
れ
る
杜
甫

し

は
、
み
ず
か
ら

「語
不
驚
人
死
不
休

(語

人
を
驚

か
さ
ず
ぽ
、
死
す
と

や

も
休
め
ず
)
」
と
、
作
詩

の
姿

勢
を
語

っ
て
い
る
。

一
語
、

一
字

の
用

い

方
が
巧
み
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
句
、
は
て
は
詩
全
体
が
、
生
き
て

く
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
肖
像
画
に
眼
を
入
れ
る
よ
う
な
も
の
な

の
で
、

こ
れ
を
、
「詩
眼
」
と
い
う
。
推
敲
と
い
う
言
葉

に
ま

つ
わ
る
話
は
、
そ

の
良

い
例

で
あ
る
。
唐

の
苦
吟
詩
人
賈
島

の
故
事
だ
が
、
「推
す
」
が
良

い
か
、
そ
れ
と
も

「敲
く
」

の
方
が
良

い
か
、
驢
馬

の
背
中
で
詩
語

の
選

択
を
考
え
な
が
ら
道
を
進
ん
で
い
く
と
、
同
時
代

の
詩
人
で
、
官
吏

で
も

あ
る
韓
愈

の
行
列
に
ぶ
つ
か

っ
た
。
そ
し
て
韓
愈

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
、
最

終
的
に
は

「敲
く
」

に
決
め
た
と
い
う
。
賈
島

の
詩
句
は
、
次

の
と
お
り

で
あ
る
。

鳥
宿
池
邊
樹

む

僣
敲
月
下
門

と
り

や
ど

ち

へ
ん

き

鳥
は
宿
る
池
辺
の
樹

そ
う

た
た

げ
つ
か

も
ん

僧
は
敲
く
月
下

の
門

韓

愈

が

、

な
ぜ

「
推

す

」

よ

り

、

「
敲

く

」

の
方

が

良

い

と

し

た

の

か
、

そ

の
理

由

は
、

よ

く

わ

か

ら

な

い
が

、

あ

る

い

は
、

月

夜

の
静

け

さ

と

、

寺

の
門

を

敲

く
音

と

の

コ
ン

ト

ラ

ス
ト

の
妙

を

考

慮

し

た

か
ら

だ

ろ

う

か
。

し
ず
か

そ
れ
は
、
芭
蕉

の
名
句

「閑
さ
や
岩

に
し
み
入
る
蝉

の
声
」

の
場
合
と
同

じ
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
、
嬋
の
声
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
山

の
中

の
静
け
さ

が
、

い
っ
そ
う
身
に
し
み
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ふ
ね

か
し
ゆ
う

は
く

字
眼

の
も
う

一
つ
の
良
い
例
と
し
て
、
宋

・
王
安
石

「船
を
瓜
洲
に
泊

す
」
と
い
う
詩

の
中

の
句
を
挙
げ

る
こ
と
が

で
き
る
。

む

し
ゆ
ん
ぷ
う

ま
た
こ
う
な
ん

き
し

み
ど
り

春
風
又
緑
江
南
岸

春
風

又
江
南
の
岸
を
緑
に
す

め
い
げ
つ

い
ず

と
き

わ
れ

か
え

て

明
月
何
時
照
我
還

明
月

何
れ
の
時
か
我
の
還
る
を
照
ら
さ
ん

「緑
」
と
い
う
字
が
、
字
眼
で
あ

る
。
「緑

に
す
」
で
詩
全
体
が
生
き
て

く
る
。

と
こ
ろ
で
、
鴎
外
も
、
字
や
言
葉
の
使

い
方

に
、
た
い

へ
ん
注
意
し
、

工
夫
を
こ
ら
し
た
。
彼

の
詩
に
も
字
眼
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
例
を
見
て
み

よ
う
。

む

◎
東
天

一
道
冷
先
生

む

ロ
ニ
モ
　

◎
牛
宵
掬
此
月
華
清

と
う
て
ん

ひ
と
す
じ

れ
い

東
天
に
一
道
の
冷

先
ず
生
じ

は
ん
し
よ
う

こ
こ

す
く

げ

つ
か

せ
い

半
宵
に
此
に
掬
わ
ん

月
華
の
清
を
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同
じ

『後
北
游
日
乘
』

に
見
え
る
詩
句

で
、
月
が
東

の
空
か
ら
出

は
じ

め
た
と
き

の
様
子
を
描

い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
鴎
外
は
、
赤
、
白
、
灰
色
な
ど

の
色
感
を
使
わ
ず

に
、
月

の
光
り
に
対
す
る
詩
人

の
感
覚

で
、
冷
た
い
と
い
う
語

で
月
を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
、
中

国
文
学

で
は
、
通
感

と

い
う
。
こ

の

「冷
」
と
い
う
字

は
、
字
眼
だ

と
言
え
よ
う
。
第

二
句
に
は
、
月

の
光
り

を
清
ら
か
な
水

に
た
と
え
て
、

「掬
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
あ
る
い
は

「月
光
如
水

(月
光
、
水

の
如
し
)」
と
い
う
中
国

の
表

現
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
た
も

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
は
り
字
眼
だ
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
鴎
外
漢
詩

の
六
つ
の
技
巧

に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
。
も
ち
ろ

ん
、
鴎
外
漢
詩

に
使
わ
れ
て
い
る
技
巧
が
、
こ
の
六

つ
だ
け
だ
と
い
う
意

味

で
は
な

い
。
又
、
作
詩

に
は
、
こ
の
六

つ
の
技
巧
が
使

い
こ
な
せ
れ
ば

良

い
と
い
う
意
味

で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
技
巧
に
関
す
る
例
を
挙
げ
た
に

す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
六
つ
か
ら
だ
け
で
も
、
鴎
外
が
漢
詩

の
技
巧
に

長
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
か
と
思
う
。

*

*

*

第
三
に
、
鴎
外

は
、
漢
詩

の
も

つ
思
想
的

パ
タ
ー
ン
を
熟
知
し
、
そ
れ

を
自
分
の
詩

に
使

っ
て
い
る
と
言
い
た
い
。

漢
詩
に
は
丶

一
部
、
ほ
ぼ
固
定
し
た
思
想
的
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
例
え

ぽ
、
秋
と
い
え
ば
、
す
ぐ
悲
秋

、

つ
ま
り
悲
し
み
の
秋
を
連
想
す
る
こ
と

が
、

一
つ
の
例

で
あ
る
。
漢
詩

の
こ
の
よ
う
な
思
想
的
パ
タ
ー
ソ
も
、
ま

た
鴎
外
漢
詩
に
投
影
し
て
い
る
。

こ
ヵつ
ら
く

①
人
生
短
し
、
し
た
が

っ
て
時
を
う
つ
さ
ず
行
楽
す
べ
し
と
い
う
思
想

こ
の
よ
う
な
思
想
を
詠
じ
た
中
国
の
詩
人
と
詩
句
は
、
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
例
え
ば
、
曹
操
の

「短
歌
行
」
は
、
冒
頭
か
ら
そ
れ
を
歌

っ
て

い
る
。對

酒
當
歌

人
生
幾
何

譬
如
朝
露

去
日
苦
多

さ
け

ま
さ

酒

に
対
し
て
当

に
歌
う
べ
し
、

い
く
ば
く

人
生

幾
何
ぞ
。

た
と

あ
さ

つ
ゆ

譬
え
ば
朝
露

の
如

し
、

さ

ひ

は
な
は

去

る
日
は
苦
だ
多
し
。

曹
操
は
、
人
生
を
朝
露
に
た
と
え
て
い
る
が
、
詩
人
に
よ

っ
て
は
、
ま

よ

た
、

人

生

を

、

朝

の
霜

、

流

れ

る

水

、

目

の
前

を

よ

こ
ぎ

る
鳥

、

「
世

に

よ

ご
と

ご
と

寄
す
る
が
如
し
」
「夢

の
若
し
」
な
ど
と
た
と
え

て
い
る
。
短

い
人
生
に

こ
う
ら
く

す
べ
か

は
る

お
よ

じ
ん
せ
い

い

え

つ
い
て
、
李
白
は
、
「行
楽

須
ら
く
春
に
及
ぶ
べ
し
」
「人
生

意
を
得

す
べ
か

か
ん

つ
く

な
ば
、
須
ら
く
歓
を
尽
す
べ
し
」
と
歌

っ
て
い
る
。
李
白

の
こ
う
し
た
詩

句

の
影
響
を
受
け
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
鴎
外

の
詩

に
も
次

の
よ
う
な
句
が

見
え
る
。

少
壯
幾
時
須
行
樂　

ニ
　
ロ

今
夜
倚
樓
又
聽
歌

し
よ
う
そ
う
い
く
と
き

す
べ
か

こ
う
ら
く

少
壮
幾
時
ぞ

須
ら
く
行
楽
す
べ
し

こ
ん
や

ろ
う

よ

う
た

き

今
夜

楼

に
倚
り
て

ま
た
歌
を
聴
く

い
た

②
傷
春
と
悲
秋
、

つ
ま
り
春
を
傷
み
、
秋
を
悲
し
む
と
い
う
思
想

四
季

の
移
り
変
り

へ
の
人
々
の
気
持
は
、
本
来
、

い
ろ
い
ろ
あ
る
は
ず
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だ
。
例
え
ば
、
同
じ
春

に
対
し

て
、
そ
れ
を
傷
む
人
も
い
れ
ば
、
そ
れ
を

喜
ぶ
人
も

い
る
だ
ろ
う
。
秋
も
、
又
同
じ
で
あ
る
。
寂

し
い
、
悲
し
い
季

節
だ
と
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
逆

に
秋
は
、
収
穫
物
を
取
り
入
れ
る

と
き
だ
か
ら
、
喜
び

の
季
節
だ

と
考
え
る
人
も

い
る
に
ち
が

い
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
中
国
古
代

の
詩
歌
で
は
、
春
を
い
た
み
、
秋
を
悲
し
む
こ
と
が
、

春
と
秋
に
関
す
る
詩

の
主

た
る
主
題
と
な

っ
て
お
り
、

一
種

の
思
想
的
パ

タ
ー
ソ
と
な

っ
て
い
る
。
鴎
外

の
漢
詩
も
、
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
思
想

的
パ
タ
ー
ン
の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
例
え
ぽ
、

　　
　

ま
ん
も
く

か
ん
え
ん

し
ゆ
う
し
よ
く

か
な

◎
滿
目
寒
烟
秋
色
悲

満
目
の
寒
煙

秋
色

悲
し

　　
　
　

し
ゆ
う
ふ
う

せ
い
ぜ

ん

は
ら
わ
た

た

や
す

◎
秋
風
凄
然
易
斷
腸

秋
風

凄
然
と
し
て

腸
を
断
ち
易
し

コ

モ
　
　

い
く
じ
つ

は
る

い
た

し
ゆ
せ
ん

◎
幾
日
傷
春
又
酒
仙

幾
日

春
を
傷
み

又
酒
仙
な
ら
ん

右
は
二
首

の
詩
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
関
係

の
句
を
取

っ
て
来
た
も

の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
詩
人
が
、
秋
を
、
悲
し
い
季
節
と
し
て
と
ら
え
、
歌
う
よ

う
に
な

っ
た
の
は
、
『楚
辞
』
以
後

の
こ
と
で
あ
る
。
『楚
辞
』
の
主
な
作

き
ゆ
う
し
よ
う

し
ゆ
う
ふ
う

か
た
ち

者

の

一
人
で
あ
る
屈
原

は
、
「
九
章
」
で

「秋
風

の
客
を
動
か
す
を
悲
し

き
ゆ
う
べ
ん

か
な

か
な

あ
き

む
」
と
詠
じ
、
屈
原
の
弟
子
の
宋
玉
も

「
九
辯
」
で

「
悲
し
い
哉

秋
の

き

た

気
為
る
や
」
と
詠
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
春
を
傷
む
句
が
誰
に
始
ま
る
か

は
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。

③
大
中
華
思
想

中
国
に
は
、
昔
、
大
中
華
思
想
と
大
漢
族
主
義
が
あ

っ
た
。
そ
れ
に
は
、

二
と
お
り
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。

一
つ
は
、
中
国
を
正
統
だ
と
見
な
し
、

ば
ん
い

他

の
国
々
を
蛮
夷
だ
と
見
な
す
も
の
。
二
つ
は
、
同
じ
中
国

の
中
で
も
、

ち
ゆ
う
げ
ん

文
明
発
祥
地

の
中
原

(黄
河
流
域
V
を
正
統
だ
と
見
な
し
、
他

の
地
域
、

例
え
ぽ
南
方
の
揚
子
江
流
域
を
蛮
夷
だ
と
見
な
す
も

の
。
具
体
的
に
は
、

と
う
い

せ
い
じ
ゆ
う

な
ん
ば
ん

ほ
く
て
き

東
夷
、
西
戎
、
南
蛮
、
北
狄
と
い
う
。
ま
た
、
瘴
、
荒
、
胡
な
ど

の
語
も

使
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
大
中
華
思
想
的
語
彙
を
、
鴎
外
も
無
意
識
裏

に
使
用
し
て
い

る
。

　

む

ロ　
　
ロ

①
南
去
青
森
瘴
霧
昏

②
却
憐
多
少
天
兵
骨

　

む

　

む

　モ
　
ロ

埋
在
蠻
烟
瘴
霧
間

　

　

ロ
　
ロ

③
蠻
語
啾
々
賣
彩
禽

　

む

　
　
　
　

④
聞
読
蠻
烟
埋
水
郷

　

む

ニ

ニ
　
　

⑤
放
歌
昨
夜
入
胡
笳

む

　

ニ

　
ニ
　

⑥
南
荒
歎
我
久
淹
留

む

　

コ

　
　
ロ

⑦
群
胡
遠
至
自
西
洋

さ

し
よ
う
む

く
ら

南

の

か

た

青

森

を

去

る

に

瘴

霧

昏

しか
え

あ
わ
れ

た
し
よ
う

て
ん
ぺ
い

ほ
ね

却

っ
て
憐
む

多
少

の
天
兵
の
骨

う
ず

ば
ん
え
ん
し
よ
う
む

か
ん

あ

埋
も
れ
て
蛮
煙
瘴
霧
の
間
に
在
る
を

ば
ん
こ

し
ゆ
う
し
ゆ
う

さ
い
き
ん

う

蛮
語

啾
々

彩
禽
を
売
る

き
く
な
ら

ば
ん
え
ん

す
い
こ
う

う
ず

聞
説
く

蛮
煙

水
郷
を
埋
む
と

ほ
う
か

さ
く
や

こ

か

い

放
歌

昨
夜

胡
笳
に
入
る

な
ん
こ
う

わ
れ

え
ん
り
ゆ
う

な
げ

南
荒

に
我

久
し
く
淹
留
す
る
を
歎
く

ぐ
ん
こ

い
た

群
胡

遠
く

西
洋

よ
り
至
る

右
は
、
七
首

の
詩
か
ら
引
用
し
た
七

つ
の
例
だ
が
、
◎
印
を
付
し
た
語

が
指
す
地
名
な
ど
は
、
,
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。
①
青
森

(岩
手
地
方
に

近
い
所
)、
②
台
湾
、
③

マ
レ
ー
語
、
④

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
⑤
北
海
道
、

⑥
台
湾
、
⑦

ロ
シ
ヤ
人
。
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右

の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
鴎
外
は
、
日
本
以
外

の
国
、
ま
た
首

都
東
京
以
外

の
地
域
を
、
差
別

用
語
の

「瘴

・
蛮

・
胡

・
荒
」
で
形
容
し

た
。
彼
が
大
中
華
思
想
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
正
確

に
い
え
ぽ

、
鴎
外
の
漢
詩

に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、

大
中
華
思
想

の
言
語
表
現
を
借

り
た
大
日
本
思
想
な

の
で
あ

る
。

㈲
対
の
思
想

対
を
好
む

の
は
、
中
国
文
化

の
特
徴
の

一
つ
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な

い
。
古
代
の
建
築
、
図
画
、
装
飾
な
ど
が
、
対
称
の
美
を
基
調
に
し
て
い

る
だ
け
で
は
な

い
。
古
代
の
哲
学
、
思
想
な
ど
も
、
又
、
併
立
相
対
的
な

け
ん
こ
ん

お
ん
よ
う

ぜ

ひ

ぜ
ん
あ
く

き
よ
う

対

を

重

ん

じ

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

乾

坤

・
陰

陽

、

是

非

、

善

悪

、

強

じ
や
く

せ
い
は
い

て
ん
ち

だ
ん
じ
よ

ろ
う
に
や
く

弱
、
成
敗
、
天
地
、
男
女
、
老
若
な
ど
、

い
ず
れ
も
、
対

の
範
疇
に
属
す

る
も

の
で
あ
る
。

漢
詩
は
、
対
を
重
要
視
す
る
。
し
た
が

っ
て
漢
詩
は
、
言
葉
や
音
韻

の

芸
術
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
対
表
現
の
芸
術

で
あ
る
、
と
言

っ
て
も
さ

し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
律
詩

の
場
合
は
、
第
二
、
三
聯
、

つ
ま
り

第
三
、
四
句
と
第
五
、
六
句
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対

の
句
を
構
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
鴎
外
は
、
律
詩
を
作
る
こ
と
に
長
じ
た
が
、
彼

の
律
詩
に
は
、

対

の
句
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ

に
、
全
部
り

っ
ぱ
な
対

の
句
が
宛
て
ら
れ

て
い
る
。

一
つ
例
を
み
て
み
よ
う
。

陽
煕
加
卉
木ニ

　
　
ロ

風
化
及
禽
魚

よ
う
き

き

ぼ
く

陽
煕

卉
木
に
加
わ
り

ふ
う
か

き
ん
ぎ
よ

風
化

禽
魚
に
及
ぶ

大
正
天
皇
を
た
た
え
た
詩
句
で
あ
る
。
「陽
煕
」

(自
然

の
太
陽
の
光
り
)

の
天
皇

の
た
と
え
に
対
し
て
、
「風
化
」

(人
為
的
教
化
)。
「卉
木
」
(植
物

と
し
て
の
草
木
)
に
対
し
て
、
動
物

の

「禽
魚
」
。
立
派
な
対
を
成
し
て
い

る
。漢

文
化

の
特
徴
と
し
て
の
対
の
大
切
さ
を
熟
知
す
る
鴎
外
は
、
彼
の
漢

詩

に
、
ふ
ん
だ
ん
に
対

の
詩
語
を
生
か
し
て
い
る
。

英
雄
l
l
美
人

裙
釵
ー

丈
夫

柳
条
-

松
樹

別
前

別
後

新
声

旧
曲

入
地
ー

昇
天

紅
顔
-

白
首

蒼
龍
l
l
⊥亦
鳳

⑤
狂
の
思
想

漢
詩
に
お
け
る

「狂
」
は
、
気
が
狂
う
と
い
う
よ
り
、
常
軌
を
逸
し
た

り
、
俗
界
か
ら
は
み
だ
し
た
り
し
て
、
世
間

一
般

の
人
の
常
識
で
は
判
断

で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
主
と
し
て
、
才
能

に
め
ぐ
ま
れ
た
人
が
、

古

い
し
き
た
り
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
奔
放
な
思
想
を
持

っ
た
り
、
生
活

し
た
り
す
る
こ
と
を

い
う
。
し
た
が

っ
て
、
世
間
知
ら
ず
、
う
ぬ
ぼ
れ
る

と
い
っ
た
よ
う
な

マ
イ
ナ
ス
面
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
。

し
か
し
、
鴎
外
は
、

む
し
ろ
誇
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
「狂
」
を
使
う
場
合
が
多

い
。
中
国
古

代

の
詩
人
た
ち
は
、
よ
く
み
ず
か
ら
を
、
狂
客

・
狂
夫

・
狂
生
と
言

っ
た

ぼ
う
じ
ん

り
し
た
。
例
え
ぽ
、
明

の
高
青
邱
が
、
「青
邱
子
」
と

い
う
詩

で

「傍
人

し

か
ろ

い

こ

ろ

う

じ
ゆ

そ

き
よ
う
せ
い

識
ら
ず

笑

い
且

つ
軽
ん
ず
。
謂
う

是
れ
魯

の
迂
儒
ぞ
、
楚

の
狂
生
ぞ

と
」
と
歌

っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
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む

　　
　
　

き
よ
う
め
い

い
た

と
こ
ろ

ひ
と

つ
た

ま
か

狂
名
到
處
任
人
傳

狂
名
は
到
る
処

人
の
伝
う
る
に
任
す

『後
北
游
日
乘
』
の
、
新
潟
を
立

つ
前

に
詠
じ
た
句

で
あ
る
が
、
こ
こ
の

「狂
名
」
は
、
歓
楽
街
で
自
由
奔
放
な
生
活
を
し
て
、
評
判

に
な

っ
た
と

い
う
意
だ
ろ
う
。

む

む

別
有
狂
客
森
其
姓コ

ニ
　
　

玉
樹
叢
中
着
蒹
葭

べ
つ

き
よ
う
か
く

も
り

そ

せ
い

別

に
狂
客
有
り
て

森
を
其
の
姓
と
し

ぎ
よ
く
じ
ゆ
そ
う
ち
ゆ
う

け
ん
か

つ

玉

樹
叢
中

蒹
葭
を
着
け
た
り

ド
イ
ッ
留
学
を
終
え
て
、
帰
国
す
る
途
中
に
作

っ
た

「
日
東

の
七
客

の

歌
」

の
詩
句

で
あ
る
。

こ
こ
で
鴎
外
は
、
み
ず
か
ら
を

「狂
客
」
と
呼
ん

で
い
る
が
、
そ
れ
は
自
負
を
こ
め
た
反
語
的
用
法
で
、
単
に

「
世
間
知
ら

ず
」
と
い
う
ぐ
ら

い
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
で
の

「
狂
客
」
が

持

つ
価
値
を
熟
知
し
た
も
の
が
あ
る
。

⑥
旅
愁

の
思
想

今
、
日
本
で
は
、
毎
年
千
数
百
万
人
の
人
が
外
国

へ
旅
行
し
て
い
る
よ

う
で
あ

る
。
鵬
外
が
、

一
八
八
四
年
、

フ
ラ
ソ
ス
の
客
船
で
ド
イ

ツ
に
留

学
に
行

っ
た
こ
ろ
、
ほ
ぼ
五
十

日
間
も
の
退
屈
な
船
旅
を
し
な
け
れ
ば
着

け
な
か

っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
も
現
在

で
は
、

一
日
で
行
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。

日
本
国
内
の
短
距
離

の
旅
な
ら
、
多
く

の
日
本
人
に
と

っ
て
は
、
す
で
に

日
常
茶
飯
事
に
な

っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
現
代
の
旅
は
楽
し
い
も

の
と

な

っ
た
。
そ
の
か
わ
り
、
も
は
や
旅
愁
を
味
わ
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な

く
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
昔
、
家
を
離
れ
て
旅
を
す
る
こ
と
は
、
楽
し
み
が
あ
る
と
と

も
に
、
愁
い
や
苦
し
み
を
伴
う
も
の
で
も
あ

っ
た
。
家
を
離
れ
る
こ
と
に

よ

っ
て
生
じ
る
精
神
的
な
苦
し
み
の
ほ
か
、
交
通
な
ど
物
質
的
な
困
苦
が

多
か

っ
た
こ
と
に
も
よ
う
51
。
そ
の
せ
い
か
、
旅
に
苦
し
み
と
愁

い
は
、

い
つ
も
付
き
物
で
あ

っ
た
。
中
国
古
代
詩
人

の
、
旅

の
苦
し
み
や
旅
愁
を

し
よ
く

詠
じ
た
詩
句
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
。
た
と
え
ば
、
李
白
が

「蜀

の

み
ち

か
た

せ
い
て
ん

の
ぼ

か
た

道

の
難

き

こ

と

は
、

青

天

に

上

る

よ

り

難

し

」

と

う

た

っ
て
、

四
川

へ
の

し
よ
く

み
ち

旅

の
困
難
さ
を
比
喩
的
に
誇
張
し
て
表
現
し
て
い
る
。
李
白
の

「蜀

の
道

か
た

は
難
し
」
と

い
う
詩

の
制
作
意
図
に
関
し
て
は
、
い
ろ
ん
な
説
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
大
詩
人
で
あ
る
と
と
も
に
、

大
旅
行
家
で
も
あ

っ
た
彼
は
、
馬
や
舟
な
ど
の
交
通
道
旦
ハも
、
も
ち
ろ
ん

利
用
し
た
が
、
主
と
し
て
自
分
の
二
本

の
足
で
中
国

の
名
山
大
河
を
旅

し

た
。
李
白

の
こ
の
詩
句
は
、
山
国
四
川

へ
の
旅
の
困
難
な
こ
と
を
、
実
感

を
こ
め
て
嘆

い
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
旅
愁
の
感
懐
を
う
た
う
こ
と
も
、
ま
た
漢
詩
と
い
う
ジ

ャ

ン
ル
の
パ
タ
ー
ソ
の

一
つ
だ
が
、
そ
れ
も
、
鴎
外

の
漢
詩
に
大
き
な
影
を

お
と
し
て
い
る
。
筆
者

の
数
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
旅
愁
を
詠
じ
た
詩
句

は
、

彼

の
詩
に
十
四
例
あ
る
し
、
関
係

の
詩
語
と
し
て
、
離
愁
、
離
恨
、
覊
愁
、

暗
愁
、
聞
叫
猿
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
代
表
的
例
を
、

一
つ
挙

げ

る
に
と
ど

め
た
い
。

む

む

　

回
首
故
山
雲
路
遙

　

む

四
旬
舟
裏
歎
無
聊

こ
う
べ

め
ぐ
ら

首
を
回
せ
ぽ

し
し
ゆ
ん

し
ゆ
う
り

四
旬

舟
裏

ご

ざ
ん

う
ん
ろ

は
る

故
山
は
雲
路

遥
か
な
り

ぶ
り
よ
う

た
ん

無
聊
を
歎
ず
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む

む

ご

よ
い

マ
ル
セ
イ
ユ

こ
う
と
う

あ
め

今
霄
馬
塞
港
頭
雨

今
宵

馬
塞

港
頭
の
雨

む

む

む

　　
　
ロ

つ
く

せ
い
じ
ん

し
ゆ
う
し
よ

お
お

洗
盡
征
人
愁
緒
饒

洗
い
尽
す

征
人
の
愁
緒
の
饒
き
を

こ
れ
は
、
ド
イ

ッ
留
学

の
旅
、
船

で
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
セ
イ

ユ
港
に
着

い
た
と
き

に
作

っ
た
七
絶

で
あ

る
。
第

一
句
は
、
旅

の
道

の
り
の
遠
い
こ

と
を

い
う
。
第
二
句
は
、
「
四
旬
」
と
い
う
時
間

の
長

い
こ
と
を
嘆
く
。

「
四
旬
」
は
、
四
十
日
間
で
あ

る
が
、
実
際

は
、
八
月
二
十
三
日
か
ら
、

作
詩

の
十

一
月
七
日
ま
で
、
合

わ
せ
て
四
十
五
日
間
で
あ

っ
た
。
第
三
句
、

夕
方

マ
ル
セ
イ

ユ
港

に
着

い
た
と
き
は
、
ち
ょ
う
ど
雨
だ

っ
た
。
第
四
句
、

そ
の
雨
は
、
私
た
ち
旅
人
た
ち

の
旅
愁
を
、
き
れ
い
に
洗

い
な
が
し
て
く

れ
た
、
と
い
う
内
容

で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
道
中
の
苦
労

へ
の
回
想
も

あ
れ
ば
、
故
郷
を
な

つ
か
し
む
郷
愁
も
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、

典
型
的
な
旅
愁
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
漢
詩
に
お
け
る
六

つ
の
思
想
的
パ
タ
ー
ソ
が
、
鴎
外
漢
詩
に
ど

う
投
影
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
述

べ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
上
に
述

べ
た
よ
う
な
思
想
的
パ
タ
ー
ソ
は
、
長

い

歴
史
を
も

つ
漢
文
化

・
漢
文
学

の
中
で
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ

う
し
た
中
国
文
化

の
精
髄
、
ま
た
は
大
中
華
思
想

の
よ
う
な
、
中
国
の
詩

人
こ
そ
持

つ
べ
き
思
想
的
パ
タ
ー
ソ
が
、
鴎
外
漢
詩

の
栄
養

と
な

っ
て
い

る
こ
と
は
、
漢
文
化

・
漢
文
学

に
対
す
る
彼
の
造
詣

の
深
さ
を
示
す
も
の

と
し
て
評
価
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

注

(1
)

〔四
〇
〕
は
拙
著

『森
鴎
外
の
漢
詩

(上

・
下
)』
(明
治
書
院
、

一
九

九
三
年
六
月
)
の
詩
の
番
号
、
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
い
た
。
以
下
は
同

じ
。

(2
)

森
潤
三
郎

『鴎
外
森
林
太
郎
』
(森
北
出
版
株
式
会
社
、

一
九
八
三
年

九
月
覆
刻
版
)
九
九
頁
。

(3
)

奥
野
信
太
郎

「鴎
外
に
お
け
る
中
国
文
学
の
位
置
」
(有
精
堂

『森
鴎

外
1
』

昭
和
五
六
年

六
版
)
に
よ
る
。
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