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論

評

皇
學
館
論
叢

第
四
十
九
巻
第
二
号

平

成

二

十

八

年

四

月

十

日

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察

︱

中
国
古
典
の
受
容
の
様
相

︱

﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て

髙

橋

陽

一

□

要

旨

頭
書
の
張
氏
論
考
に
お
い
て
︑
主
と
し
て
通
釈
に
疑
義
を
呈
す

る
︒
多
く
は
語
釈
に
当
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
句
の
解
釈
︑
延
い

て
は
全
体
の
通
釈
の
筋
が
理
解
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
本

文
三
の
︿
感
懐
﹀
詩
の
第
８
句
﹁
樽
俎
誰
カ
能
ク
泰
平
ヲ
開
カ
ン
ヤ
﹂

を
張
氏
は
﹁
樽
俎
を
持
つ
将
軍
た
ち
は
誰
が
一
体
平
和
の
世
界
を
創

れ
る
の
か
﹂
と
す
る
が
こ
の
﹁
樽
俎
﹂︑
元
の
意
味
は
﹁
酒
と
肉
﹂

で
あ
る
が
宴
席
の
喩
え
に
も
使
わ
れ
︑
こ
こ
で
は
外
交
の
喩
え
に

な
っ
て
い
る
︒
﹁
外
交
交
渉
の
み
で
は
一
体
誰
が
平
和
へ
の
道
を
開

く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
︒
ま
た
本
文
六

︿
前
赤
壁
画
﹀
の
典
拠
を
陳
壽
﹃
三
国
志
﹄
と
す
る
が
蘇
東
坡
﹃
前

赤
壁
賦
﹄
と
す
べ
き
こ
と
は
用
語
の
一
致
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
解
釈

に
も
影
響
す
る
︒
言
及
は
張
氏
の
引
く
十
九
詩
中
十
一
詩
に
及
ぶ
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

張
文
宏

正
岡
子
規
漢
詩

通
釈

疑
義
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正
岡
子
規
の
漢
詩
に
つ
い
て
は
殆
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
︑
張

氏
論
考
︵
１
︶

に
よ
り
多
く
の
漢
詩
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
大
変
興
味
深
く

感
じ
た
︒
一
つ
注
意
す
べ
き
は
︑
渡
部
勝
己
︵
２
︶

に
よ
れ
ば
子
規
の
初
期
の
漢

詩
は
﹁
入
門
書
か
ら
題
や
句
法
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
試
作
し
た
も
の

が
多
く
︑
類
型
的
で
あ
る
︒
そ
の
傾
向
は
明
治
十
六
年
以
降
も
暫
く
続

く
︒
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
で
︑
詩
を
抄
出
す
る
場
合
の
参
考
に
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
習
作
に
子
規
漢
詩
の
特
徴
︑
趣
向
を
求
め
る
の

は
適
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

例
え
ば
張
氏
の
引
用
す
る
子
規
十
二
歳
︵
明
治
十
一
年
︶
の
時
の
漢
詩

︿
聞
子
規
﹀
﹁
一
聲
孤
月
下

啼
血
不
堪
聞

半
夜
空
欹
枕

古
郷
萬
里

雲
﹂
に
つ
い
て
一
海
知
義
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
︵
３
︶

︒

実
は
こ
の
詩
︑
タ
ネ
本
が
あ
る
︒
当
時
巷
間
に
は
︑
漢
詩
創
作
の
懇

切
丁
寧
な
手
引
書
が
︑
何
種
類
も
出
回
っ
て
い
た
︒
⁝
た
と
え
ば

﹃
幼
学
便
覽
﹄
﹃
詩
工
椎
鑿
﹄﹃
詩
語
砕
錦
﹄
な
ど
を
繰
っ
て
み
る
と
︑

﹁
客
舎
聞
子
規
﹂﹁
客
夜
聞
鵑
﹂
な
ど
の
詩
題
を
示
し
た
項
に
︑
使
用

す
べ
き
詩
語
の
例
と
し
て
︑﹁
一
聲
﹂﹁
啼
血
﹂﹁
孤
月
下
﹂﹁
不
堪
聞
﹂

と
い
っ
た
二
字
熟
語
︑
三
字
熟
語
が
︑
す
べ
て
平
仄
の
し
る
し
を
つ

け
て
ズ
ラ
リ
と
並
べ
て
あ
る
︒
少
年
子
規
の
五
絶
二
十
文
字
の
う

ち
︑
右
の
三
本
に
見
え
な
い
用
語
例
は
︑
何
と
﹁
古
郷
﹂
の
二
字
だ

け
だ
っ
た
︒

佐
藤
利
行
︵
４
︶

及
び
張
氏
は
﹁
平
仄
の
規
則
も
き
ち
ん
と
守
ら
れ
て
い
る
﹂

と
す
る
が
︑
こ
の
五
言
絶
句
に
平
仄
上
の
違
反
が
な
い
か
と
い
う
と
︑
そ

う
で
も
な
く
て
結
句
第
二
字
が
孤
平
を
侵
し
て
い
る

︵
註
１
︶

︒
回
避
の
た
め
に
は

﹁
家�
郷�
萬●

里●

雲�
﹂
と
す
る
か
﹁
古●

郷�
千�
里●

雲�
﹂
な
ど
と
す
る
必
要
が
あ
る
︒

こ
の
詩
は
子
規
が
土
屋
久
明
か
ら
漢
詩
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
始
め
た
時
期

に
重
な
る
も
の
で
︑
明
ら
か
に
習
作
の
部
類
に
入
る
だ
ろ
う
︒
子
規
は
土

屋
に
毎
日
五
言
絶
句
を
一
つ
づ
つ
作
り
見
て
も
ら
っ
て
い
た
︑
と
の
こ
と

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
習
作
的
漢
詩
は
張
氏
採
用
詩
中
︑
幾
つ
か
散
見
さ

れ
る
︒

張
氏
論
考
の
構
想
な
ど
に
つ
い
て
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
た

だ
そ
の
通
釈
に
お
い
て
︑
詩
が
十
分
に
は
読
み
こ
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
る
点
が
一
再
な
ら
ず
あ
る
︒
例
え
ば
先
述
の
︿
聞
子

規
﹀
詩
に
お
い
て
も
︑
張
氏
は
結
句
﹁
古
郷
萬
里
雲
﹂
を
﹁︵
子
規
が
︶

故
郷
松
山
を
思
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︵
５
︶

﹂
と
す
る
︒
し
か
し
こ
の
詩

は
蜀
の
望
帝
杜
宇
が
杜
鵑
と
化
し
て
︑
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
た
故
郷
蜀
を
遥
か

に
思
っ
て
﹁
不
如
歸
去

︵
註
２
︶

﹂
と
鳴
い
て
血
を
吐
い
た
︑
と
の
話
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
︒
従
っ
て
こ
の
結
句
は
︵
子
規
が
故
郷
を
思
う
の
で
は
な
く
︶

望
帝
の
化
身
杜
鵑
が
古
郷
蜀
を
思
う
の
で
あ
る
︒
日
本
語
表
現
に
慣
れ
な

い
ハ
ン
デ
ィ
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
︑
以
下
幾
つ
か
指
摘
を
し
た
い
︒

詩
題
の
下
に
参
照
の
便
の
た
め
張
氏
論
考
の
頁
を
記
し
た
︒
張
氏
通
釈

中
︑
問
題
点
に
傍
点
を
附
し
た
︒
ま
た
強
調
し
た
い
部
分
に
傍
線
を
附
し

た
︒
原
詩
及
び
重
要
語
句
を
ゴ
シ
ッ
ク
と
し
た
︒
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一

武
陵
桃
源
︵
23
頁
︶

鷄
犬
數
間
屋

鷄
犬
數
間
ノ
屋

衣
裳
似
外
人

衣
裳
外
人
ニ
似
タ
リ

桃
花
別
天
地

桃
花
別
天
地

不
識
晉
邪
秦

識
ラ
ズ
晉
ナ
ル
ヤ
秦
ナ
ル
ヤ
ヲ

張
氏
通
釈
﹁
広�

い�

家�

に�

鷄�

と�

犬�

が�

い�

る�

︒
そ�

こ�

に�

住�

ん�

で�

い�

る�

陶�

淵�

明�

は�

︑
変�

な�

服�

を�

着�

て�

い�

る�

︒
そ
の
地
は
桃
の
花
に
囲
ま
れ
て
︑
世
の
中
と

は
別
天
地
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
桃�

の�

花�

の�

鄕�

に�

い�

る�

陶�

淵�

明�

は�

︑
今
は
︑

晋
の
時
代
か
︑
秦
の
時
代
か
は
︑
わ
か
ら
な
い
の
だ
﹂

﹁
鷄
犬
﹂
に
つ
い
て
は
慣
用
句
が
幾
つ
も
あ
る
︒

﹁
鶏
犬
不
聞
﹂
：
鶏
犬
の
声
が
聞
か
れ
な
い
ほ
ど
人
煙
寥
落
た
る
僻
地
︒

﹁
鶏
犬
不
留
﹂
：
鶏
犬
も
留
め
な
い
ほ
ど
尽
く
地
域
を
殺
戮
す
る
こ
と
︒

﹁
鶏
犬
不
驚
﹂
：
鶏
犬
も
驚
き
騒
ぐ
こ
と
が
無
い
ほ
ど
軍
隊
の
規
律
厳

正
な
こ
と
︒

﹁
鶏
犬
桑
麻
﹂
：
農
村
の
生
活
安
定
︒

﹁
鶏
犬
相
聞
﹂
︵
老
子
︶
：
隣
同
士
の
村
里
の
鶏
犬
の
声
が
互
い
に
聞
こ

え
る
ほ
ど
国
土
の
狭
い
こ
と
︒

﹁
鶏
犬
相
聞
﹂
︵
陶
淵
明
・
武
陵
桃
源
︶
：
村
里
の
の
ど
か
な
様
子
︒

こ
れ
ら
か
ら
﹁
鶏
犬
﹂
は
鶏
犬
そ
の
も
の
よ
り
も
鶏
犬
が
飼
わ
れ
て
い

る
村
里
︑
農
村
な
ど
一
つ
の
地
域
単
位
を
表
し
て
い
る
事
が
判
る
︒
最
後

の
例
が
陶
淵
明
で
子
規
は
こ
れ
を
採
っ
て
使
っ
て
い
る
︒
意
味
と
し
て
は

こ
の
村
を
指
し
て
い
る
の
み
で
あ
ろ
う
が
︑
原
文
の
意
味
を
付
加
し
て
も

よ
い
だ
ろ
う
︒

ま
た
﹁
數
間
屋
﹂
を
﹁
広
い
家
﹂
と
す
る
が
﹁
間
﹂
は
こ
こ
で
は
量
詞

で
家
屋
を
勘
定
す
る
単
位
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
日
本
語
で
は
﹁
軒
︵
註
３
︶﹂

に
相
当
す
る
︒
だ
か
ら
こ
こ
は
﹁
数
軒
の
家
屋
が
あ
る
の
み
だ
﹂
と
な
る
︒

中
国
の
人
な
ら
﹁
間
﹂
の
意
味
に
気
付
か
な
い
は
ず
は
な
い
と
思
う
の
だ

が
︒
起
句
の
意
味
は
﹁
鷄
犬
も
い
る
こ
の
村
里
は
僅
か
に
数
軒
の
家
屋
が

あ
る
の
み
だ
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
︒

承
句
を
﹁
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
陶
淵
明
は
︑
変
な
服
を
着
て
い
る
︒﹂

と
す
る
が
陶
淵
明
は
﹃
桃
花
源
記
﹄
の
語
り
手
で
あ
っ
て
漁
人
か
ら
聞
い

た
話
を
語
る
形
で
あ
る
か
ら
登
場
人
物
に
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
︒
こ
こ

は
桃
源
境
の
住
人
の
衣
裳
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
悉
如
二

外
人
一

﹂
と
原
文
に

あ
る
︵﹃
蒙
求
﹄︶
が
︑
こ
こ
は
外
の
人
達
と
変
ら
な
い
衣
裳
を
着
し
て
い

る
意
味
に
解
か
れ
て
き
て
い
る
︒

通
釈
﹁
こ
の
の
ど
か
な
地
域
に
は
数
軒
の
家
屋
が
あ
る
ば
か
り
だ
／
着

て
い
る
衣
裳
は
外
の
人
達
と
変
り
が
無
い
／
桃
の
花
咲
く
こ
の
地
域
は
全

く
の
別
天
地
で
／
今
が
晉
時
代
か
秦
時
代
か
も
こ
こ
の
人
達
に
は
分
ら
な

い
の
だ
﹂

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
の
受
容
の
様
相
︱
﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て
︵
髙
橋
︶
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二

酔
李
白
︵
24
頁
︶

満
斟
芙
蓉
殿
上
筵

満
斟
ス
芙
蓉
殿
上
ノ
筵

笑
揮
醉
筆
坐
君
前

笑
ヒ
テ
醉
筆
ヲ
君
前
ニ
坐
シ
テ
揮
フ

數
行
澆
出
磊
塊
氣

數
行
澆
ギ
出
ス
磊
塊
ノ
氣

疑
是
銀
河
落
九
天

疑
フ
ラ
ク
ハ
是
レ
銀
河
ノ
九
天
ヨ
リ
落
ツ
ル
カ
ト

張
氏
通
釈
﹁
李
白
は
︑
唐
玄
宗
の
主
宰
し
た
宴
会
に
誘
わ
れ
て
︑
芙�

蓉�

と�

い�

う�

美�

酒�

を�

い�

っ�

ぱ�

い�

飲�

ん�

だ�

︒
彼
は
少
し
酔
い
︑
笑
い
な
が
ら
筆
を

揮
っ
て
唐
玄
宗
の
前
で
詩
を
作
っ
た
︒
詩�

の�

字�

間�

に�

逞�

し�

い�

気�

魄�

が�

溢�

れ�

て�

い�

る�

︒
あ
た
か
も
天
の
川
が
天
空
よ
り
落
ち
て
く
る
か
の
よ
う
で
あ

る
︒
﹂

張
氏
は
﹁
芙
蓉
﹂
を
美
酒
の
名
と
す
る
が
︑
美
女
や
剣
名
に
は
喩
え
る

用
例
が
あ
る
が
酒
の
喩
え
の
用
例
は
な
い
︒
こ
こ
は
牡
丹
の
花
咲
く
興
慶

宮
の
沈
香
亭
で
玄
宗
皇
帝
が
二
日
酔
い
の
李
白
を
呼
び
出
し
︑
楊
貴
妃
の

為
に
詩
を
作
る
よ
う
命
じ
た
話
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
李
白
は
た
ち
ど
こ
ろ

に
﹁
清
平
調
詩
﹂
三
首
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
︒
だ
か
ら
﹁
芙
蓉
﹂
は
美

女
の
こ
と
で
﹁
芙
蓉
殿
上
筵
﹂
は
美
女
楊
貴
妃
が
臨
席
す
る
宮
殿
の
宴
会

を
意
味
し
て
い
る
︒

﹁
磊
塊
﹂
は
石
塊
だ
が
詩
文
に
関
係
し
て
は
﹁
文
字
の
繁
多
複
雑
﹂
の

意
味
で
使
う
︒
﹁
氣
﹂
は
詩
句
を
ひ
ね
り
出
す
語
気
の
意
で
あ
ろ
う
︒
転

句
は
﹁
数
行
の
詩
文
の
連
な
り
を
縷
々
紙
面
に
注
ぎ
か
け
る
よ
う
に
捻
出

し
た
﹂
と
す
る
︒
結
句
は
元
々
滝
の
落
ち
る
形
容
だ
が
︑
こ
こ
で
は
語
句

を
紡
ぎ
出
す
勢
い
を
言
っ
て
い
る
︒

通
釈
﹁
十
分
酒
が
入
っ
て
二
日
酔
い
の
李
白
は
楊
貴
妃
の
臨
席
す
る
宮

殿
の
宴
席
に
臨
ん
だ
／
︵
要
望
に
応
じ
て
︶
一
笑
し
て
皇
帝
の
前
に
坐
し
︑

醉
う
て
筆
を
揮
え
ば
／
何
行
も
の
詩
の
縷
々
た
る
連
な
り
を
紙
面
に
注
ぎ

か
け
る
よ
う
に
書
き
い
だ
す
／
あ
た
か
も
銀
河
が
九
天
か
ら
落
ち
る
よ
う

な
す
さ
ま
じ
い
勢
い
だ
﹂

三

感
懐
︵
25
頁
︶

１
老
大
飄
零
志
未
成

老
大
ニ
シ
テ
飄
零
シ
志
未
ダ
成
ラ
ズ

２
江
湖
何
処
寄
残
生

江
湖
何
レ
ノ
処
ニ
カ
残
生
ヲ
寄
セ
ン

３
遼
東
落
日
烽
烟
絶

遼
東
ノ
落
日
烽
烟
絶
ヘ

４
台
北
浮
雲
殺
気
橫

台
北
ノ
浮
雲
殺
気
橫
タ
ハ
ル

５
憂
国
少
陵
空
病
肺

国
ヲ
憂
フ
ル
コ
ト
少
陵
ノ
ゴ
ト
キ
モ
空
シ
ク
肺

ヲ
病
ミ

６
多
情
杜
牧
尚
談
兵

情
ノ
多
キ
コ
ト
杜
牧
ノ
ゴ
ト
キ
モ
尚
モ
兵
ヲ
談
ズ

７
枕
戈
死
難
将
軍
在

戈
ヲ
枕
ニ
難
ニ
死
ス
将
軍
在
リ

８
樽
俎
誰
能
開
泰
平

樽
俎
誰
カ
能
ク
泰
平
ヲ
開
カ
ン
ヤ

こ
れ
は
律
詩
で
あ
る
か
ら
頷
聯
︑
頸
聯
は
勿
論
対
句
で
あ
る
︒
こ
の

詩
︑
明
治
十
九
年
の
作
と
す
る
が
︵
６
︶

︑
日
清
戦
争
は
明
治
二
十
七
︑
八
年
︑

子
規
が
遼
東
へ
行
っ
た
の
も
明
治
二
十
八
年
で
あ
る
︒
底
本
︵
子
規
全
集

―56―



第
八
巻
︶
を
確
認
す
る
と
作
詩
は
明
治
二
十
九
年
が
正
し
い
︒

張
氏
通
釈
﹁
私
は
年
を
と
っ
た
が
︑
ま
だ
落
ち
着
か
な
い
状
態
で
︑
志

を
遂
げ
て
い
な
い
︒
広
い
世
の
中
︑
一
体
︑
ど
こ
で
余
生
を
過
ご
す
の
か
︒

遼
東
の
落
日
に
日
清
戦
争
の
砲
煙
が
消
え
た
︒
台�

北�

の�

浮�

雲�

に�

殺�

気�

が�

横�

た�

わ�

っ�

て�

い�

る�

︒
憂
国
の
杜�

甫�

︵
号�

は�

少�

陵�

︶
は�

空�

し�

く�

肺�

病�

に�

か�

か�

っ�

て�

い�

る�

︒
一
方
で
多
情
の
杜�

牧�

は�

な�

お�

兵�

士�

の�

話�

を�

詩�

吟�

に�

す�

る�

︒
兵
器

を
枕
に
し
て
戦�

争�

で�

死�

ん�

だ�

兵�

士�

は�

多�

い�

が�

︑
将�

軍�

は�

ま�

だ�

生�

き�

て�

い�

る�

︒
樽�

俎�

を�

持�

つ�

将�

軍�

た�

ち�

は�

誰�

が�

一�

体�

平�

和�

の�

世�

界�

を�

創�

れ�

る�

の�

か�

︒﹂

語
釈
：
﹁
老
大
﹂
年
紀
大
︒﹁
飄
零
﹂
衰
え
る
︑
落
魄
︒﹁
浮
雲
﹂
漢
代
︑

農
民
の
反
乱
部
隊
を
浮
雲
と
称
し
た
︒﹁
死
難
﹂
①
困
難
に
逢
っ
て
死
ぬ

②
国
難
に
当
っ
て
命
を
投
げ
出
す
︒﹁
樽
俎
﹂
酒
と
肉
︑
こ
こ
で
は
宴
席
︑

更
に
は
外
交
の
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒

張
氏
は
第
５
句
﹁
憂
国
少
陵
空
病
肺
﹂
を
﹁
憂
国
の
杜
甫
は
空
し
く
肺

病
に
か
か
っ
て
い
る
﹂
と
す
る
が
︑
杜
甫
が
肺
病
と
は
聞
い
た
こ
と
が
無

い
︒
肺
病
は
子
規
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
は
子
規
が
自
分
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
と
見
て
﹁
私
は
杜
甫
で
あ
る
か
の
よ
う
に
国
を
憂
え
て
い
る

が
︑
そ
の
気
持
ち
も
空
し
く
肺
病
の
為
床
に
就
い
た
ま
ま
で
あ
る
﹂
と
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
杜
甫
は
晩
年
︑
玄
宗
皇
帝
の
昔
を
懐
か
し
み
︑
国
乱

れ
て
各
地
を
放
浪
し
な
が
ら
︑
国
の
先
行
き
を
憂
う
る
気
持
を
詩
の
は
し

ば
し
に
述
べ
て
い
る
︒

同
じ
よ
う
に
第
６
句
﹁
多
情
杜
牧
尚
談
兵
﹂
を
﹁
多
情
の
杜
牧
は
な
お

兵
士
の
話
を
詩
吟
に
す
る
﹂
で
は
句
の
真
意
と
は
程
遠
い
︒
杜
牧
が
揚
州

に
官
吏
と
し
て
勤
め
て
い
た
時
︑
し
ば
し
ば
妓
楼
に
通
っ
て
風
流
を
尽
く

し
た
が
︑
杜
牧
詩
︿
遣
懷
﹀
に
﹁
落
二

魄
江
湖
一

載
レ

酒
行

楚
腰
繊
細
掌

中
輕

十
年
一
覺
揚
州
夢

贏
チ

得
タ
リ

青
樓
薄
倖
名
﹂
と
あ
る
の
は
揚

州
で
の
こ
と
を
追
懐
し
た
も
の
で
︑
彼
の
﹁
多
情
﹂
は
﹁
載
酒
行
﹂
﹁
楚

腰
繊
細
﹂﹁
揚
州
夢
﹂﹁
青
樓
薄
倖
名
﹂
な
ど
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
︒
多
情

＝
妓
楼
で
の
遊
び
︑
と
し
て
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
︑
文
人
で
あ
る
こ
と
も

含
め
多
感
な
行
動
を
集
約
し
て
謂
う
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
青
樓
﹂
は
妓
楼
︑

﹁
薄
倖
﹂
は
放
蕩
者
︒
子
規
の
こ
の
句
は
﹁
私
は
杜
牧
で
で
も
あ
る
か
の

よ
う
に
情
多
き
者
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
尚
こ
の
非
常
時
に
際
し
て
は
戦

の
こ
と
を
談
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
し
て
初
め
て
筋
が
通
る
と
思
っ
て

い
る
︒

第
７
句
﹁
枕
戈
死
難
将
軍
在
﹂
を
﹁
兵
器
を
枕
に
し
て
戦
争
で
死
ん
だ

兵
士
は
多
い
が
︑
将
軍
は
ま
だ
生
き
て
い
る
︒﹂
と
す
る
が
﹁
枕
戈
死
難
﹂

は
﹁
将
軍
﹂
の
形
容
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
は
﹁
戦
場
に

出
て
国
難
の
た
め
に
命
を
捨
て
た
将
軍
も
い
た
﹂
と
の
意
味
だ
と
思
っ
て

い
る
︒
日
清
戦
役
で
は
明
治
二
十
八
年
一
月
に
占
領
砲
台
視
察
中
に
艦
砲

射
撃
を
受
け
大
寺
陸
軍
少
将
が
亡
く
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
句
が
こ
の
件

を
指
す
か
ど
う
か
は
確
信
が
な
い
︒

最
終
句
﹁
樽
俎
誰
能
開
泰
平
﹂
を
﹁
樽
俎
を
持
つ
将
軍
た
ち
は
誰
が
一

体
平
和
の
世
界
を
創
れ
る
の
か
﹂
と
し
て
は
と
て
も
筋
の
通
る
解
釈
と
は

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
の
受
容
の
様
相
︱
﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て
︵
髙
橋
︶
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思
え
な
い
︒
こ
の
﹁
樽
俎
﹂
は
宴
席
で
の
相
談
ご
と
︑
つ
ま
り
外
交
交
渉

の
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
こ
は
﹁
外
交
交
渉
の
み

で
は
一
体
誰
が
平
和
へ
の
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
と
て
も

そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
﹂
と
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う

か
︒
明
治
二
十
八
年
三
月
︑
李
鴻
章
が
来
日
し
下
関
条
約
が
結
ば
れ
た

が
︑
暴
漢
に
由
る
李
鴻
章
狙
撃
事
件
が
あ
り
︑
ま
た
直
後
に
三
国
干
渉
も

あ
り
︑
実
際
に
は
戦
役
の
終
焉
ま
で
に
外
交
の
部
分
は
大
き
か
っ
た
の
で

あ
る
︒

通
釈
﹁
年
齢
だ
け
は
増
え
た
の
に
身
体
は
衰
え
︑
樹
て
た
志
も
未
だ
成

ら
な
い
／
こ
の
世
の
何
処
に
余
生
を
托
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
／
遼
東

ま
で
行
っ
て
み
る
と
お
り
し
も
の
夕
陽
の
中
︑
戦
は
既
に
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
た
が
／
台
北
に
は
土
着
民
の
反
乱
が
あ
り
不
穏
の
気
配
が
蟠
っ
て
い

る
／
私
は
杜
甫
で
あ
る
か
の
よ
う
に
国
を
憂
え
て
い
る
が
︑
そ
の
気
持
ち

も
空
し
く
肺
疾
の
為
床
に
就
い
た
ま
ま
で
あ
る
／
ま
た
私
は
杜
牧
の
よ
う

に
多
感
な
文
人
に
す
ぎ
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
尚
こ
の
非
常
時
に
際
し
て
は

戦
の
こ
と
を
談
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
／
戦
場
に
出
て
国
難
の
た
め
に
命
を
捨

て
た
将
軍
も
い
た
こ
と
だ
／
外
交
交
渉
の
み
で
は
一
体
誰
が
平
和
へ
の
道

を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
と
て
も
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
﹂

四

題
小
説
後
似
著
者
某
︵
27
頁
︶
小
説
ニ
題
シ
後ノ
チ

著
者
某
ニ
似シ
メ

ス

１
夢
中
書
就
事
尤
奇

夢
中
ニ
書
ノ
就
ル
ハ
事
尤
モ
奇
ナ
リ

２
仮
説
寓
言
寫
所
思

仮
説
寓
言
思
フ
所
ヲ
寫
ス

３
彩
筆
生
花
眞
可
羨

彩
筆
生
花
眞
ニ
羨
ム
可
シ

４
虚
心
化
蝶
亦
徒
爲

虚
心
化
蝶
亦
徒
ナ
ラ
ン
ヤ

５
秀
英
才
子
麒
麟
種

秀
英
ノ
才
子
麒
麟
ノ
種

６
窈
窕
佳
人
桃
李
姿

窈
窕
ノ
佳
人
桃
李
ノ
姿

７
巻
裡
名
流
一
堂
會

巻
裡
ノ
名
流
一
堂
ニ
會
シ

︵
註
４
︶

８
共
攄
胸
臆
是
何
時

共
ニ
胸
臆
ヲ
攄
ベ
ル
ハ
是
レ
何
レ
ノ
時
ゾ

張
氏
通
釈
﹁
夢
の
中
で
書
い
た
事
は
最�

も�

お�

か�

し�

い�

︒
仮
説
と
寓
言
を

借
り
て
自
分
の
言
い
た
い
事
を
書
い
て
い
る
︒
李�

白�

は�

︑
使
っ
て
い
る
筆

の
先
に
花
が
出
て
き
た
と
い
う
夢
を
見
て
か
ら
︑
立
派
な
詩
歌
が
作
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
そ
れ
は
本
当
に
羨
ま
し
い
︒
荘�

子�

は�

虚�

し�

く�

蝶�

と�

変�

身�

し�

て�

到�

底�

何�

も�

で�

き�

な�

い�

の�

だ�

︒
す�

ぐ�

れ�

た�

才�

子�

は�

麒�

麟�

の�

種�

の�

よ�

う�

に�

注�

目�

さ�

れ�

︑
美�

し�

く�

し�

と�

や�

か�

な�

美�

人�

は�

桃�

の�

花�

の�

よ�

う�

に�

好�

か�

れ�

る�

︒
書�

籍�

の�

中�

に�

は�

有�

名�

人�

が�

一�

堂�

に�

集�

ま�

っ�

て�

い�

る�

が�

︑
皆�

で�

共�

に�

思�

い�

を�

述�

べ�

て�

胸�

の�

中�

を�

発�

散�

さ�

せ�

よ�

う�

か�

︒
﹂

第
３
句
﹁
彩
筆
生
花
﹂
を
李
白
の
挿
話
と
す
る
が
︑﹁
彩
筆
﹂
が
六
朝
・

江
淹
の
五
色
筆
の
挿
話
︑﹁
生
花
﹂
が
李
白
の
生
花
筆
の
挿
話
で
あ
る
︒

第
４
句
﹁
亦
徒
爲
﹂
を
﹁
亦
徒
爲
ト

キ

な
ら
ん
や
﹂
と
読
む
が
﹁
亦
徒
ナ
ラ
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ン
ヤ
﹂
と
読
み
た
い
︒
ま
た
﹁
爲
﹂
は
句
末
に
用
い
る
疑
問
︑
反
語
で
こ

こ
で
は
﹁
ヤ
﹂
に
相
当
す
る
︒﹃
子
規
全
集
﹄
の
書
き
下
し
文
の
項
で
は

﹁
亦
徒
爲
ト

ヰ

な
ら
ん
や
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
﹁
亦
徒

ナ
ラ
ン
ヤ
﹂
と
す
べ
き
と
思
う
︒
こ
れ
を
﹁
到
底
何
も
で
き
な
い
の
だ
﹂

の
意
と
す
る
が
﹁
こ
れ
ま
た
無
駄
な
事
だ
ろ
う
か
︒
い
や
意
味
の
あ
る
こ

と
な
の
だ
﹂
と
逆
の
意
味
に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

こ
こ
は
対
句
で
あ
る
か
ら
﹁
可
レ

羨
﹂
な
ら
﹁
徒
レ

爲
﹂
と
な
る
べ
き

と
こ
ろ
だ
が
︑
﹁
蝶
ト
化
ス
亦
爲
ス
コ
ト
徒
ナ
リ
﹂
と
肯
定
文
で
は
筋
が

通
ら
な
い
︒
某
氏
の
小
説
を
褒
め
る
詩
意
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
︑﹁
亦
徒

ナ
ラ
ン
ヤ
﹂
と
反
語
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
徒
爲
﹂
と
し
て
も

﹁
徒
レ

爲
﹂
と
し
て
も
品
詞
の
一
致
は
崩
れ
て
前
句
と
対
偶
し
て
い
な
い
︒

せ
め
て
﹁
可
羨
﹂
は
カ
セ
ン
と
読
ん
で
﹁
徒
ナ
ラ
ン
ヤ
﹂
と
対
だ
と
し
て

お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒

第
７
︑
８
句
は
一
連
の
文
章
に
な
っ
て
い
て
︑﹁
小
説
に
登
場
の
名
士

た
ち
が
一
堂
に
会
し
て
︑
胸
襟
を
開
い
て
語
り
合
え
る
の
は
い
つ
の
日
に

な
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
謂
う
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
詩
は
小
説
の
題
詩
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ

る
︒
多
分
詩
の
後
半
は
小
説
の
内
容
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
明

治
二
十
年
頃
に
は
才
子
と
佳
人
の
ロ
マ
ン
ス
を
描
く
漢
文
の
白
話
文
小
説

が
い
く
つ
か
出
て
お
り
︑
三
木
貞
一
︵
愛
花
︶
の
﹃
情
天
比
翼
縁
︵
７
︶

﹄︵
明

治
十
六
年
版
権
免
許
︶
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒
主
人
公
の
災
厄
︑
波

瀾
が
あ
っ
て
最
後
は
多
く
︑
登
場
人
物
が
一
堂
に
会
し
て
大
団
円
の
う
ち

に
終
る
他
愛
の
無
い
も
の
で
あ
る
が
︑
漢
文
そ
れ
も
白
話
文
で
書
く
と
い

う
の
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
統
が
あ
る
と
は
い
え
︑
そ
れ
な
り
の
熟

練
︑
言
葉
の
知
識
を
要
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
寓
意
表
現
の
多
い
華
麗

な
文
体
で
も
あ
る
︒
本
詩
の
第
５
～
８
句
を
見
る
と
こ
の
よ
う
な
類
の
小

説
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
て
い
る
︒
す
る
と
第
４
句

﹁
化
蝶
﹂
は
必
ず
し
も
荘
周
の
﹁
夢
爲
胡
蝶
﹂
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く

蝶
が
花
に
戲
れ
る
よ
う
な
男
女
の
話
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

通
釈
﹁︵
君
の
小
説
が
︶
夢
の
な
か
で
完
成
し
た
と
い
う
話
は
全
く
不

思
議
な
こ
と
だ
ね
／
仮
の
話
や
喩
え
話
を
利
用
し
て
言
い
た
い
こ
と
を
う

ま
く
表
現
す
る
の
だ
／
江
淹
の
五
色
筆
や
李
白
の
生
花
筆
も
夢
の
中
の
で

き
ご
と
だ
が
︑
彼
ら
に
劣
ら
ぬ
見
事
な
文
章
は
羨
ま
し
い
か
ぎ
り
だ
／
心

の
赴
く
ま
ま
に
蝶
と
な
っ
て
花
と
戲
れ
る
の
は
一
見
何
の
役
に
も
た
た
な

い
こ
と
の
よ
う
に
み
え
る
が
︑
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
／
名
門
の
生
れ

の
優
れ
た
才
子
に
／
配
す
る
に
淑
や
か
で
美
し
く
正
に
桃
李
に
も
比
す
べ

き
佳
人
の
姿
を
以
て
す
る
の
だ
／
こ
の
小
説
登
場
の
名
士
た
ち
が
一
堂
に

会
し
て
／
胸
の
思
い
を
語
り
合
っ
て
大
団
円
を
迎
え
る
の
は
い
つ
の
頃
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
﹂

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
の
受
容
の
様
相
︱
﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て
︵
髙
橋
︶
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五

偶
成
︵
28
頁
︶

嘗
來
世
事
幾
甘
辛

世
事
ヲ
嘗
メ
來
ル
幾
甘
辛

嬉
笑
常
稀
感
概
頻

嬉
笑
ス
ル
コ
ト
常
ニ
稀
ニ
感
概
頻
ナ
リ

六
歳
歸
鄕
民
變
俗

六
歳
ニ
シ
テ
鄕
ニ
歸
リ
民

俗
ヲ
變
ズ

十
旬
臥
病
硯
留
塵

十
旬
病
ニ
臥
シ
硯

塵
ヲ
留
ム

爲
周
爲
蝶
夢
中
夢

周
ト
爲
リ
蝶
ト
爲
ル
ハ
夢
中
ノ
夢

作
佛
作
仙
人
外
人

佛
ト
作
リ
仙
ト
作
ル
ハ
人
外
ノ
人

開
悟
煉
形
別
無
術

悟
ヲ
開
キ
形
ヲ
煉
ル
別
ニ
術
無
シ

蝸
蘆
靜
坐
好
安
身

蝸
蘆
ニ
靜
坐
シ
好
ク
身
ヲ
安
ン
ゼ
ン

張
氏
通
釈
﹁
世
の
中
で
︑
幾
つ
か
の
楽
し
さ
と
辛
さ
を
味
わ
い
な
が
ら

生
き
て
い
る
︒
た
ま
に
は
笑
い
戲
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
人�

生�

に�

嘆�

く�

こ�

と�

も�

よ�

く�

聞�

こ�

え�

て�

く�

る�

︒
私
は
六
歳
頃
ふ
る
さ
と
に
帰
る
と
︑
地�

元�

の�

人�

が�

俗�

事�

を�

変�

え�

る�

こ�

と�

に�

気�

づ�

い�

た�

︒
し
か
し
︑
私
は
十
年
間
病
気
に

か
か
っ
て
い
る
の
で
︑
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
ず
に
︑
硯
に
埃
が
溜

ま
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
い
つ
も
荘
周
と
な
り
︑
蝶
と
な
る
こ
と
を
夢
見

る
︒
ま
た
人
間
世
界
を
脱
し
て
仏
と
な
り
仙
人
と
も
な
り
た
い
︒
そ
れ
に

悟
り
を
開
き
心
を
磨
き
た
い
が
︑
残
念
な
が
ら
︑
道�

術�

が�

全�

く�

わ�

か�

ら�

な�

い�

︒
だ
か
ら
︑
私
は
蝸
牛
の
よ
う
に
小
屋
に
静
坐
し
て
︑
身
を
安
住
さ
せ

る
こ
と
を
好
し
と
す
る
︒﹂

語
釈
：
﹁
民
﹂
こ
こ
で
は
自
称
つ
ま
り
我
︒﹁
變
俗
﹂
は
改
変
原
有
的
習

俗
︵
こ
れ
ま
で
の
倣
い
を
変
え
る
︶︒
子
規
は
六
歳
︵
滿
五
歳
︶
の
時
父

親
が
亡
く
な
り
家
督
を
継
い
で
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
こ
れ
ま
で
と
周
り
と

の
関
係
が
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

通
釈
﹁
私
は
こ
れ
ま
で
何
度
こ
の
世
の
喜
び
や
辛
酸
を
嘗
め
て
き
た
こ

と
か
／
考
え
て
み
れ
ば
心
か
ら
喜
ん
で
笑
う
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
と

の
感
慨
が
頻
り
に
お
き
る
／
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
六
歳
で
鄕
に
帰
り
家
督

を
継
い
だ
こ
と
で
生
活
が
変
る
こ
と
に
な
っ
た
／
病
に
臥
す
こ
と
十
年
に

亘
っ
て
み
れ
ば
硯
に
は
塵
が
溜
ま
る
ほ
ど
使
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
／

夢
に
周
と
な
り
ま
た
そ
の
夢
に
蝶
と
な
る
︒
そ
の
自
由
に
あ
こ
が
れ
て
も

夢
に
す
ぎ
な
い
／
仏
と
な
り
仙
と
な
る
︒
い
ず
れ
も
特
別
な
人
に
の
み
許

さ
れ
る
こ
と
だ
／
悟
り
を
開
き
肉
体
を
修
練
し
よ
う
と
す
る
が
︑
私
に
は

格
別
そ
の
手
段
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
／
蝸
牛
の
よ
う
に
家
に
繋
が

れ
て
静
か
に
坐
し
て
︑
深
く
こ
の
身
を
晏
如
に
保
つ
こ
と
に
専
念
し
て
い

る
次
第
︒﹂

形
而
上
的
表
現
に
対
し
て
は
︑
意
図
を
探
る
の
は
難
し
い
が
出
来
得
る

限
り
各
句
の
連
繋
は
保
ち
た
い
︒

六

前
赤
壁
画
︵
15
頁
︶

白
露
橫
江
赤
壁
秋

白
露
江
ニ
橫
タ
ハ
ル
赤
壁
ノ
秋

清
風
明
月
作
遨
遊

清
風
明
月
ニ
遨
遊
ヲ
作
ス

舳
艫
千
里
今
安
在

舳
艫
千
里
今
安
ク
ニ
カ
在
ル
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不
及
風
流
一
葉
舟

及
バ
ズ
風
流
一
葉
ノ
舟
ニ

こ
の
詩
に
お
い
て
は
主
な
問
題
は
通
釈
で
は
な
く
︑
典
拠
す
る
と
こ
ろ

は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
勿
論
張
氏
の
言
う
よ
う
に
﹃
三
国
志
﹄
の

﹁
赤
壁
之
戰
﹂
が
題
材
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
直
接
に
は
蘇
東

坡
の
︿
前
赤
壁
賦
﹀
が
出
典
で
あ
る
こ
と
は
詩
題
が
︿
前
赤
壁
画
﹀
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
分
る
︒
加
え
て
詩
の
傍
線
部
が
す
べ
て
︿
前
赤
壁
賦
﹀
に

あ
る
語
句
に
由
来
し
て
い
る
︒
以
下
賦
か
ら
の
引
用
部
分
を
列
挙
す
る
︒

﹁
月
出
於
東
山
之
上

徘
徊
於
斗
牛
之
間

白
露
橫
江

水
光
接
天
﹂

﹁
壬
戌
之
秋

七
月
既
望

蘇
子
與
客
泛
舟

遊
於
赤
壁
之
下

清
風

徐
來

水
波
不
興

舉
酒
屬
客

誦
明
月
之
詩

歌
窈
窕
之
章
﹂

﹁
挟
飛
仙
以
遨
遊

抱
明
月
而
長
終
知
不
可
乎
驟
得
﹂

﹁
舳
艫
千
里

旌
旗
蔽
空

釃
酒
臨
江

橫
槊
賦
詩

固
一
世
之
雄
也

而
今
安
在
哉
﹂

﹁
駕
一
葉
之
扁
舟

舉
匏
樽
以
相
屬

寄
蜉
蝣
於
天
地

渺
滄
海
之
一

粟
﹂

﹁
惟
江
上
之
清
風

山
間
之
明
月
﹂

長
大
な
︿
前
赤
壁
賦
﹀
を
う
ま
く
絶
句
二
十
八
字
に
ま
と
め
て
い
る
︒

だ
が
説
明
不
足
は
当
然
あ
る
か
ら
解
釈
に
於
い
て
は
賦
を
理
解
し
て
補
足

す
る
必
要
が
あ
る
︒

張
氏
通
釈
﹁
白
露
が
江
に
橫
た
わ
る
秋
頃
︑
赤
壁
の
戦
い
を
思
い
出
す
︒

清�

ら�

か�

な�

風�

と�

明�

る�

い�

月�

が�

天�

空�

へ�

昇�

っ�

て�

い�

る�

︒
昔
︑
赤
壁
に
は
千
里

ほ
ど
並
ん
で
い
た
軍
船
は
︑
今
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒
そ
れ
は
あ
っ
て
も
︑

風
流
な
一
葉
の
舟
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
︒﹂

起
句
﹁
白
露
橫
江
赤
壁
秋
﹂
の
﹁
白
露
橫
江
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
禮
記
・

月
令
﹄
に
﹁
孟
秋
之
月

白
露
降

寒
蝉
鳴
﹂
と
あ
る
︒
賦
に
﹁
壬
戌
之

秋

七
月
既
望
﹂
と
あ
る
の
で
丁
度
孟
秋
で
あ
る
︒
昔
の
人
は
露
は
天
よ

り
降
る
も
の
と
考
え
た
様
で
︑﹁
江
ニ
橫
タ
ハ
ル
﹂
と
い
う
の
は
︑
実
際

に
は
江
上
の
霧
を
見
て
い
る
と
解
さ
れ
る
︒

承
句
﹁
清
風
明
月
作
遨
遊
﹂
の
﹁
遨
遊
﹂
は
﹁
あ
そ
び
た
の
し
む
﹂
意
︒

張
氏
解
で
は
﹁
清
風
と
明
月
が
天
空
に
昇
る
︵
遨
遊
︶﹂
と
す
る
が
︑﹁
蘇

子
與
レ

客
泛
レ

舟

遊
レ

於
二

赤
壁
之
下
一

﹂
と
あ
る
の
で
蘇
東
坡
と
客
の
二

人
が
︵
清
風
と
明
月
に
誘
わ
れ
て
︶
遨
遊
し
た
と
解
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
︒

転
句
﹁
舳
艫
千
里
今
安
在
﹂：
こ
の
部
分
︑
書
き
下
し
文
で
示
せ
ば
﹁
舳

艫
千
里

旌
旗
空
ヲ
蔽
フ

酒
ヲ
釃
イ
デ
江
ニ
臨
ミ

槊
ヲ
橫
タ
ヘ
テ
詩

ヲ
賦
ス

固
ニ
一
世
ノ
雄
也

而
ル
ニ
今
安
ク
ニ
カ
在
ラ
ン
哉
﹂
と
な
っ

て
﹁
今
何
処
に
あ
る
の
か
﹂
と
問
わ
れ
て
い
る
の
は
舳
艫
千
里
の
軍
船
で

は
な
く
一
世
の
雄
た
る
曹
操
な
の
で
あ
る
︒

結
句
﹁
不
及
風
流
一
葉
舟
﹂
：﹁
一
葉
舟
﹂
を
含
む
書
き
下
し
文
は
﹁
一

葉
ノ
扁
舟
ニ
駕
シ

匏
樽
ヲ
舉
ゲ
テ
以
テ
相
屬
シ

蜉
蝣
ヲ
天
地
ニ
寄
セ

渺
タ
ル
滄
海
ノ
一
粟
ノ
ミ
﹂︒
意
味
は
﹁
︵
君
と
私
は
︶
今
た
よ
り
な
い
小

舟
に
乗
っ
て
酒
を
互
い
に
薦
め
あ
い
︑
蜉
蝣
の
よ
う
に
は
か
な
い
命
を
こ

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
の
受
容
の
様
相
︱
﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て
︵
髙
橋
︶
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の
世
に
托
し
て
い
る
が
︑
そ
の
存
在
は
果
て
し
な
い
海
に
浮
か
ぶ
一
つ
の

粟
の
よ
う
に
微
小
だ
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
︒

通
釈
﹁
白
露
が
長
江
上
に
降
り
て
い
る
こ
こ
赤
壁
の
秋
に
／
江
上
を
渡

る
清
風
と
折
し
も
の
明
月
に
誘
わ
れ
て
客
と
二
人
︑
舟
遊
び
に
出
た
／
そ

の
昔
赤
壁
に
千
里
に
も
な
る
沢
山
の
軍
船
を
率
い
て
戦
っ
た
曹
操
は
今
何

処
に
い
る
と
い
う
の
か
︵
影
も
形
も
な
い
で
は
な
い
か
︒
ま
こ
と
に
は
か

な
い
こ
と
だ
︶
／
今
我
々
は
頼
り
な
い
小
舟
に
乗
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

が
︑
清
風
明
月
を
友
に
し
て
酒
を
飲
む
風
流
に
は
︑
江
に
酒
を
釃
い
だ
曹

操
も
及
ば
な
い
に
違
い
な
い
︒﹂

七

病
中
作
︵
18
頁
︶

１
蓼
虫
曾
聽
遂
忘
辛

蓼
虫
曾

ス
ナ
ワ

チ
聽
キ
テ
遂
ニ
辛
ヲ
忘
ル

２
多
病
慣
痾
催
興
頻

多
病
痾
ニ
慣
レ
興

頻
ニ
催
ス

３
褥
裡
恰
宜
伴
黄
巻

褥
裡
恰
モ
宜
シ
黄
巻
ヲ
伴
フ
ニ

４
枕
邊
却
喜
遠
紅
塵

枕
邊
却
テ
喜
ブ
紅
塵
ヲ
遠
ザ
カ
ル
ヲ

５
未
成
窓
雪
嚢
螢
業

未
ダ
成
ラ
ズ
窓
雪
嚢
螢
ノ
業

６
且
作
蓬
頭
垢
面
人

且
ク
作
ス
蓬
頭
垢
面
ノ
人

７
鏡
影
自
驚
吟
骨
痩

鏡
影
自
ラ
驚
ク
吟
骨
痩
セ
タ
リ

８
笑
言
白
鶴
是
前
身

笑
ッ
テ
言
フ
白
鶴
是
レ
前
身
ト

第
１
句
﹁
蓼
虫
曾
聽
遂
忘
辛
﹂
：
子
規
は
自
分
を
﹁
蓼
虫
﹂
に
擬
え
て

い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
蓼
﹂
は
特
有
の
辛
味
が
あ
る
植
物
︒﹃
楚
辞
･東
方
朔
･

七
諫
･怨
世
﹄
に
﹁
蓼
蟲
不
知
徙
乎
葵
菜
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
王
逸
注
に
﹁
言

蓼
蟲
處
辛
烈

食
苦
悪

不
能
知
徙
于
葵
菜
食
甘
美

終
以
困
苦
而
癯
痩

也
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
蓼
蟲
は
辛
烈
な
環
境
に
い
て
食
は
甚
だ
粗
末
で
︑

甘
美
な
野
菜
に
移
る
こ
と
を
知
ら
な
い
︒
つ
い
に
困
苦
し
て
痩
せ
る
の

だ
﹂
と
い
う
︒
子
規
は
病
床
に
固
定
さ
れ
自
由
の
無
い
自
分
︑
甚
だ
痩
せ

た
自
分
︵
第
７
︑
８
句
︶
を
蓼
虫
に
擬
し
て
い
る
︒﹁
聽
﹂
は
こ
こ
で
は

﹁
受
け
入
れ
る
﹂
意
味
︒
辛
い
環
境
も
受
け
入
れ
て
遂
に
は
辛
さ
を
忘
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

第
２
句
﹁
多
病
慣
痾
催
興
頻
﹂
慣
れ
る
と
辛
い
病
も
興
味
に
換
る
と
︒

第
３
句
﹁
褥
裡
恰
宜
伴
黄
巻
﹂
病
床
に
寝
る
の
も
書
物
を
読
む
の
に
よ

ろ
し
い
と
︒

第
４
句
﹁
枕
邊
却
喜
遠
紅
塵
﹂
﹁
紅
塵
﹂
は
煩
わ
し
い
俗
世
間
︒

第
５
句
﹁
未
成
窓
雪
嚢
螢
業
﹂﹁
窓
雪
嚢
螢
﹂
の
業
未
だ
成
ら
ず
と
︒

第
６
句
﹁
且
作
蓬
頭
垢
面
人
﹂
暫
く
は
﹁
ほ
つ
れ
頭
垢
づ
ら
﹂
の
ま
ま

で
い
よ
う
と
︒

第
７
句
﹁
鏡
影
自
驚
吟
骨
痩
﹂
鏡
に
映
る
影
に
自
分
な
が
ら
驚
く
の
は

こ
の
詩
人
の
体
が
実
に
痩
せ
た
こ
と
だ
﹂︒﹁
吟
骨
﹂
は
﹁
詩
人
的
痩
弱
的

身
躯
﹂︵
漢
語
大
詞
典
︶︒

第
８
句
﹁
笑
言
白
鶴
是
前
身
﹂
﹁
雲
中
白
鶴
﹂
と
い
う
成
語
が
あ
る
︒

﹃
三
国
志
･
魏
志
･
邴
原
別
傳
﹄
に
﹁
邴
君
ノ
所
謂
雲
中
ノ
白
鶴
︑
鶉
鷃
之

網
ノ
能
ク
羅ア
ミ

ス
所
ニ
非
ズ
﹂
と
︒﹁
高
い
空
を
飛
ぶ
白
鶴
は
鶉
や
鷃
な
ど
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を
捕
え
る
網
で
は
捕
ま
ら
な
い
﹂
の
意
で
心
は
﹁
高
尚
な
人
物
は
俗
世
間

の
煩
わ
し
い
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
﹂
で
あ
る
︒
だ
か
ら
﹁
笑
言
﹂
に
は

﹁
自
分
で
言
う
の
も
な
ん
だ
が
﹂
の
意
が
加
わ
っ
て
い
る
︒
鶴
は
﹁
鶴
の

よ
う
に
痩
せ
る
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
︑
勿
論
痩
せ

て
い
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
﹁
白
鶴
﹂
と
な
る
と
﹁
高

尚
な
人
物
﹂
の
喩
え
が
加
わ
る
︒

張
氏
通
釈
﹁
嘗�

て�

蓼�

虫�

の�

声�

を�

聞�

き�

︑
遂
に
辛
い
こ
と
を
忘
れ
た
︒
多

病
で
治
り
に
く
い
病
に
慣
れ
た
が
︑
頻
り
に
興�

し�

を�

催�

促�

さ
れ
る
よ
う
で

あ
る
︒
私
は
病
床
の
布
団
の
中
で
ち
ょ
う
ど
書
籍
を
伴
い
眠
り
︑
枕
の
も

と
で
紅
塵
に
遠
ざ
か
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
︒
晉
の
孫
康
・
車
胤
の
よ
う

な
﹁
囊
螢
映
雪
﹂
の
業
績
を
遂
げ
て
い
な
い
が
︑
い�

ち�

お�

う�

蓬�

頭�

垢�

面�

の�

人�

と�

成�

す�

だ�

ろ�

う�

か�

︒
鏡
に
映
っ
た
影
を
見
て
自
ら
驚
き
な
が
ら
︑
骨
ま

で
痩
せ
た
こ
と
を
嘆
い
た
︒﹁
白�

鶴�

が
わ
た
し
の
前
世
の
身
で
す
よ
﹂
と

笑
っ
て
言
っ
た
︒
﹂

通
釈
﹁
蓼
虫
の
よ
う
に
辛
い
環
境
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
遂
に
は
そ
の

辛
さ
を
忘
れ
て
し
ま
う
／
多
く
の
病
気
を
患
う
と
︑
そ
れ
に
慣
れ
て
し

ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
に
興
味
が
湧
い
て
く
る
の
だ
／
病
床
で
寝
て
い

る
と
書
物
に
親
し
む
の
に
ち
ょ
う
ど
宜
し
い
う
え
／
枕
の
傍
に
縛
ら
れ
て

い
る
と
却
っ
て
煩
わ
し
い
俗
事
か
ら
離
れ
ら
れ
る
と
い
う
効
用
も
あ
る
／

未
だ
蛍
雪
の
功
は
成
ら
な
い
が
／
暫
く
は
病
を
さ
い
わ
い
に
身
な
り
に
は

構
わ
な
い
で
お
こ
う
／
鏡
に
映
し
て
み
て
自
分
な
が
ら
驚
い
た
の
は
こ
の

詩
人
の
身
体
が
実
に
痩
せ
た
こ
と
だ
／
こ
れ
だ
け
痩
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
る
と
私
の
前
身
は
き
っ
と
白
鶴
な
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
高
尚
な
人
間
で

俗
世
間
を
超
越
し
て
い
る
の
だ
よ
︑
と
笑
っ
て
言
っ
て
お
こ
う
じ
ゃ
な
い

か
︒﹂八

そ
の
他
三
首

以
下
に
つ
い
て
は
要
点
の
み
を
述
べ
る
︒

︵
イ
︶

詠
史
︵
６
頁
︶

昔
日
良
姻
今
悪
姻

昔
日
ノ
良
姻
今
悪
姻

鶴
岡
堂
裡
翠
眉
顰

鶴
岡
堂
裡
翠
眉
顰
ム

數
聲
歌
曲
數
行
涙

數
聲
ノ
歌
曲
數
行
ノ
涙

想
看
当
年
虞
美
人

想
ヒ
看
ル
当
年
ノ
虞
美
人

張
氏
は
﹁
虞
美
人
﹂
に
つ
い
て
縷
々
説
明
す
る
が
︑
こ
の
詩
︑﹁
虞
美
人
﹂

は
つ
け
た
り
で
あ
っ
て
︑
中
心
に
な
る
の
は
﹁
鶴
岡
堂
﹂
で
翠
眉
を
顰
め

數
行
の
涙
を
流
し
た
女
性
で
あ
る
︒
私
見
で
は
こ
の
女
性
は
源
頼
朝
の
前

に
お
い
て
︑
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
で
舞
を
み
せ
た
静
御
前
で
あ
ろ
う
︒
虞
美
人

を
思
い
出
し
た
と
い
う
の
は
︑
項
羽
と
義
経
の
運
命
が
相
似
て
い
る
か
ら

で
あ
る
︒﹁
數
聲
歌
曲
﹂
と
は
こ
の
時
歌
っ
た
と
い
う
﹁
し
ず
や
し
ず
し

ず
の
お
だ
ま
き
く
り
か
え
し

昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
﹂﹁
吉
野
山

峰
の
白
雪
ふ
み
わ
け
て
入
り
に
し
人
の
跡
ぞ
戀
し
き
﹂
の
二
つ
の
歌
を
い

う
の
で
あ
ろ
う
︒
勿
論
張
氏
は
子
規
の
中
国
古
典
の
借
用
を
主
題
に
す
る

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
の
受
容
の
様
相
︱
﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て
︵
髙
橋
︶
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の
だ
が
︑
詩
の
理
解
の
た
め
に
は
﹁
静
御
前
﹂
か
ら
始
め
な
い
と
な
ぜ
﹁
虞

美
人
﹂
な
の
か
が
分
ら
な
い
︒

︵
ロ
︶
詠
史
︵
13
頁
︶

畢
竟
祖
龍
謀
太
拙

畢
竟
祖
龍

謀
太
ダ
拙

興
秦
未
了
又
兦
秦

秦
ヲ
興
ス
未
ダ
了
ラ
ザ
ル
ニ
又
秦
ヲ
兦
ボ
ス

当
年
知
否
燒
書
日

当
年
知
ル
ヤ
否
ヤ
燒
書
ノ
日

煽
起
炎
劉
火
德
新

炎

劉
ヲ
煽
起
シ
テ
火
德
新
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ

張
氏
は
結
句
を
﹁
劉
邦
が
炎�

を�

煽�

る�

こ
と
が
德�

新�

と
な
る
か
否
か
は
︑

誰
も
が
知
ら
な
か
っ
た
﹂
と
す
る
が
読
み
に
お
い
て
﹁
炎

劉
ヲ
煽
起
シ

テ
﹂
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
﹁︵
焼
書
の
︶
炎
が
劉
邦
を
煽
起

し
て
︵
秦
を
滅
ぼ
す
に
至
っ
た
の
だ
︶﹂
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た

﹁
德
新
﹂
と
す
る
よ
り
﹁
火
德
︵
＝
火
の
功
能
︶﹂
と
し
て
﹁
火
の
功
能
が

新
た
に
一
つ
増
え
た
こ
と
は
当
時
分
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
﹂
と
し
た
方

が
明
解
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

︵
ハ
︶
玄
徳
訪
孔
明
草
廬
図
︵
14
頁
︶

三
分
天
下
亂
茫
々

三
分
ノ
天
下
亂
ル
ル
コ
ト
茫
々

野
有
遺
賢
深
自
蔵

野
ニ
遺
賢
有
リ
テ
深
ク
自
ラ
蔵
ス

一
路
隆
中
應
非
遠

一
路
隆
中
應
ニ
遠
ク
非
ザ
ル
ベ
シ

馬
頭
山
水
不
尋
常

馬
頭
ノ
山
水
尋
常
ナ
ラ
ズ

結
句
に
つ
い
て
張
氏
は
﹁
こ
こ
の
山
水
の
風
景
は
尋
常
で
は
な
い
﹂
と

解
す
る
が
﹁
馬
頭
﹂
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
︒﹁
こ
こ
の
﹂
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
見
る
と
地
名
と
の
考
え
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
こ
は
騎
馬
行
の

劉
備
︑
關
羽
︑
張
飛
三
名
が
﹁
馬
上
に
見
た
山
水
﹂
の
意
味
だ
と
思
っ
て

い
る
︒﹁
不
尋
常
﹂
と
劉
備
が
感
じ
た
の
は
風
雲
急
の
意
味
も
含
ん
で
い

る
と
考
え
る
︒

九

お
わ
り
に

漢
詩
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
に
︑
漢
詩
を
ど
の
よ
う
に
読
み
と
っ
た
か

と
い
う
点
は
前
提
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
︒
百
人
が
解
釈
す

れ
ば
百
通
り
の
理
解
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
分
る
が
︑
言
語
機
能
の

基
本
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
︑
あ
る
語
句
～
詩
全
体
に
亘
る
表
現
に
拠
っ

て
各
人
に
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
︑
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
る
部
分
が
大
き
く

な
い
と
︑
論
ず
る
こ
と
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
つ
き
つ

め
れ
ば
言
語
に
よ
る
意
思
疎
通
自
体
の
基
盤
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

あ
る
詩
に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
場
合
に
︑
ど
ち
ら
を
と
る
べ
き

か
︑
ど
ち
ら
が
作
者
の
意
図
か
を
判
ず
る
の
に
重
要
な
の
は
各
語
︑
各
句

の
間
の
連
繋
の
良
否
︑
延
い
て
は
全
体
の
筋
の
通
り
具
合
の
優
劣
で
あ
ろ

う
︒
筆
者
の
解
が
正
し
い
と
云
い
募
る
つ
も
り
は
な
い
が
︑
張
氏
解
は
や

や
も
す
る
と
逐
語
的
な
傾
向
が
あ
っ
て
全
体
の
筋
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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例
え
ば
﹁
七
︿
病
中
作
﹀﹂
の
第
１
句
﹁
蓼
虫
曾
聽
遂
忘
辛
﹂
に
お
い

て
﹁
嘗
て
蓼
虫
の
声
を
聞
き
︑
遂
に
辛
い
こ
と
を
忘
れ
た
﹂
と
す
る
の
は

ど
う
み
て
も
話
の
筋
が
通
っ
て
い
な
い
︒
調
べ
て
み
る
と
前
提
と
し
て
︑

﹁
蓼
虫
﹂
は
蓼
と
い
う
辛
い
植
物
に
取
り
つ
い
て
い
て
良
菜
へ
移
動
す
る

こ
と
も
で
き
ず
︑
甚
だ
厳
し
い
環
境
に
あ
る
話
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た

﹁
聽
﹂
と
﹁
聞
﹂
で
は
少
し
く
意
味
が
違
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑﹁
聽
﹂
に

は
聽
許
︵
き
き
い
れ
る
︶
接
受
︵
受
け
入
れ
る
︶
意
味
が
あ
る
︒
ま
た

﹁
曾
﹂
は
﹁
嘗
て
﹂
と
過
去
の
意
味
ば
か
り
で
な
く
﹁
す
な
わ
ち
﹂﹁
か
さ

ね
て
﹂
な
ど
も
重
要
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
﹁
蓼
虫
は
す
な
わ
ち
そ
の
辛

い
環
境
を
受
け
入
れ
て
過
ご
す
う
ち
︑
つ
い
に
は
辛
さ
を
忘
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
﹂
と
す
れ
ば
一
応
筋
は
通
る
︒
そ
し
て
辛
い
環
境
が
子
規
の
病
と

重
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
ち
ら
の
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
の
で

あ
る
︒

子
規
の
用
語
は
ほ
ぼ
用
例
に
基
い
て
お
り
︑
勝
手
な
和
風
の
造
語
は
殆

ど
無
い
こ
と
が
今
回
の
僅
か
な
詩
量
か
ら
も
分
る
︒
特
に
三
︿
感
懐
﹀
詩

の
﹁
浮
雲
﹂
を
土
着
民
反
乱
の
喩
え
に
使
う
よ
う
な
︑
あ
え
て
い
う
な
ら

難
度
の
高
い
用
法
は
︑
漢
詩
人
と
し
て
の
知
識
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
だ

ろ
う
︒

今
回
張
氏
が
と
り
あ
げ
た
子
規
の
漢
詩
十
九
︵
序
文
の
一
首
を
加
え
︶

の
う
ち
︑
十
一
詩
の
主
と
し
て
解
釈
︑
時
に
は
典
拠
す
る
と
こ
ろ
に
つ
き

私
見
を
述
べ
た
︒

文
献
及
び
註

︵
１
︶
張
文
宏
：﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
受
容
の
様
相
﹂︑

﹃
皇
學
館
論
叢
﹄︑
第
四
十
七
巻
︵
第
六
号
︶︑
平
成
二
十
六
年
十
二

月
︑
一
～
三
二
頁
︒

︵
２
︶
渡
部
勝
己
：﹃
子
規
全
集
第
八
巻
・
漢
詩
・
新
体
詩
﹄︵
講
談
社
︶
︑

解
題
漢
詩
︑
昭
和
五
十
一
年
︑
六
七
九
頁
～
︒

︵
３
︶
一
海
知
義
：﹁
初
期
の
詩
︱
鷗
外
と
漱
石
︱
﹂︑
鷗
外
歴
史
文
学

集
第
十
三
巻
月
報
九
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
頁
︒

︵
４
︶
佐
藤
利
行
：﹁
正
岡
子
規
の
漢
詩
﹂︑﹃
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
論
集
﹄
︑
六
十
八
巻
︑
平
成
二
十
年
十
二
月
︑
一
～
二
頁
︒

︵
５
︶
張
文
宏
：
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
受
容
の
様
相
﹂
︑

﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
︑
第
四
十
七
巻
︵
第
六
号
︶
︑
平
成
二
十
六
年
十
二

月
︑
三
頁
︒

︵
６
︶
張
文
宏
：﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
受
容
の
様
相
﹂︑

﹃
皇
學
館
論
叢
﹄︑
第
四
十
七
巻
︵
第
六
号
︶︑
平
成
二
十
六
年
十
二

月
︑
二
五
頁
︒

︵
７
︶
三
木
愛
花
：﹃
情
天
比
翼
縁
﹄︑
徳
田
武
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学

大
系
･漢
文
小
説
集
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
七
七
～
二
六

二
頁
︒

︵
８
︶
正
岡
子
規
：﹃
子
規
全
集
第
八
巻
・
漢
詩
・
新
体
詩
﹄︵
講
談
社
︶︑

昭
和
五
十
一
年
︑
一
二
五
頁
︒

張
文
宏
﹁
正
岡
子
規
漢
詩
の
考
察
︱
中
国
古
典
の
受
容
の
様
相
︱
﹂
の
漢
詩
に
つ
い
て
︵
髙
橋
︶
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註
１
：
近
体
詩
に
お
い
て
は
︑
一
般
に
孤
平
を
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
︑
特
に
五
言
の
第
二
字
︑
七
言
の
第
四
字
の
孤
平
を
禁
じ
て
い
る
︒

な
お
佐
藤
利
行
︵
４
︶

の
︿
聞
子
規
﹀
詩
の
平
仄
判
定
は
必
ず
し
も
正
確
で

は
な
い
︒

註
２
：
﹁
不
如
歸
去
﹂
は
杜
鵑
の
鳴
き
声
を
模
し
た
言
葉
で
あ
る
が
︑
意

味
は
﹁
帰
り
去
る
に
し
か
ず
﹂﹁
帰
り
た
い
﹂︒
望
帝
の
帰
る
べ
き
蜀

が
亡
び
て
い
る
の
で
﹁
帰
り
た
い
が
帰
れ
な
い
﹂
と
悲
痛
に
鳴
い
て

血
を
吐
い
た
と
い
う
故
事
に
由
来
︒

註
３
：
﹁
軒
﹂
の
家
屋
を
数
え
る
量
詞
︵
数
助
詞
︶
と
し
て
の
用
法
は
日

本
独
特
或
は
和
臭
的
で
あ
る
︒﹁
間
﹂
の
量
詞
と
し
て
の
用
法
は
動

作
回
数
︑
柱
と
柱
の
間
︑
部
屋
数
︑
家
屋
数
︑
片
な
ど
に
及
ん
で
い

る
︒
家
屋
を
数
え
る
時
は
﹁
軒
﹂
よ
り
も
﹁
間
﹂
を
使
う
の
で
あ
る
︒

註
４
：
張
氏
は
こ
の
句
の
第
二
字
﹁
里
﹂
と
す
る
が
﹃
子
規
全
集
第
八

巻
︵
８
︶

﹄
で
は
﹁
裡
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
全
集
に
従
っ
た
︒

︵
た
か
は
し

よ
う
い
ち
・
森
鷗
外
記
念
会
々
員
︶
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