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夏
目
漱
石
「
古
別
離
」
と
『
文
選
』

屋

敷

信

晴

一

は
じ
め
に

明
治
を
代
表
す
る
文
豪
の
一
人
、
夏
目
漱
石
が
幼
少
時
よ
り
漢

籍
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
高

時
代
に
全
文
を
漢
文
で
執
筆
し
た
紀
行
文
『
木
屑
録
』
の
序
に
次

の
よ
う
に
あ
る[

１]

。

余
兒
時
、
誦
唐
宋
數
千
言
、
喜
作
爲
文
章
。
或
極
意
彫
琢
、

經
旬
而
始
成
。
或
咄
嗟
衝
口
而
發
、
自
覺
澹
然
有
樸
氣
。
竊
謂
、

古
作
者
豈
難
臻
哉
。
遂
有
意
于
以
文
立
身
。（
余

児
た
り
し
時
、

こ

唐
宋
の
数
千
言
を
誦
し
、
作
り
て
文
章
を
為
す
を
喜
ぶ
。
或
い

は
意
を
極
め
て
彫
琢
し
、
旬
を
経
て
始
め
て
成
る
。
或
い
は
咄

嗟
に
口
を
衝
き
て
発
し
、
自
ら
澹
然
と
し
て
樸
気
有
る
を
覚
ゆ
。

窃
か
に
謂
へ
ら
く
、
古
の
作
者

豈
に
臻
り
難
か
ら
ん
や
。
遂
に

ひ
そ

い
た

文
を
以
て
身
を
立
つ
る
に
意
有
り
。）

こ
の
記
載
に
よ
る
と
、
漱
石
は
も
と
も
と
漢
詩
文
に
よ
っ
て
身

を
立
て
た
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
自
分
の

経
験
や
知
識
の
不
足
を
悟
り
、
英
文
学
に
転
向
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
実
際
は
ロ
ン
ド
ン
時
代
を
除
い
て
ほ
ぼ
間
断
な
く
漢
詩
文

が
残
さ
れ
て
お
り
、『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
「
漢
詩
文
」
に
は
詩

が
二
百
八
首
、
文
が
六
編
、
未
定
稿
が
八
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
『
明
暗
』
執
筆
中
に
書
か
れ
た
手
紙
に
は
、
『
明
暗
』
を
書
い

て
い
る
と
俗
に
染
ま
っ
た
気
分
に
な
る
の
で
、
毎
日
漢
詩
を
作
る

こ
と
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る[

２]

。

ま
た
漱
石
門
下
の
一
人
、
小
宮
豊
隆
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

漱
石
は
『
草
枕
』
を
書
き
出
す
前
に
『
楚
辭
』
を
讀
ん
だ
の

だ
さ
う
で
あ
る
。
是
は
『
楚
辭
』
の
世
界
に
自
分
の
頭
を
同
化

さ
せ
る
目
的
で
で
も
あ
つ
た
に
は
違
ひ
な
い
が
、
然
し
そ
れ
よ

り
も
『
楚
辭
』
の
絢
爛
豐
富
な
語
彙
に
觸
れ
て
、
自
分
の
中
に

蓄
積
さ
れ
て
ゐ
る
語
彙
を
掘
り
起
し
、
そ
れ
を
一
一
手
近
に
待

機
さ
せ
て
用
に
立
て
る
爲
だ
つ
た
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。『
草
枕
』

の
語
彙
に
は
『
楚
辭
』
か
ら
來
た
と
思
は
れ
る
も
の
も
、
相
當

あ
る
。
然
し
此
所
で
は
漱
石
の
讀
ん
だ
漢
籍
の
中
か
ら
あ
ら
ゆ

る
語
彙
が
、
自
由
自
在
に
驅
使
さ
れ
て
、
大
き
な
寶
石
匣
を
ぶ

ち
ま
け
で
も
し
た
や
う
に
、
實
に
燦
爛
た
る
世
界
が
咒
出
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る[

３]

。
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漱
石
の
創
作
活
動
の
中
で
漢
詩
文
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
漱

石
研
究
に
於
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

漱
石
が
体
系
的
に
漢
詩
文
を
学
ん
だ
の
は
、
明
治
十
四
（
一
八

八
一
）
年
四
月
か
ら
一
年
ほ
ど
の
間
、
漢
学
塾
二
松
学
舎
で
学
ん

だ
時
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る[

４]

。
し
か
し
何
よ
り
漱
石
の
漢
詩
文

の
力
を
よ
り
引
き
上
げ
た
の
は
、
正
岡
子
規
と
の
出
会
い
で
あ
る
。

正
岡
子
規
は
短
歌
・
俳
句
の
革
新
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

漢
詩
文
も
得
意
と
し
て
い
た
。
彼
の
外
祖
父
大
原
観
山
は
松
山
藩

の
儒
者
で
あ
っ
た
の
で
、
最
初
は
観
山
か
ら
、
観
山
没
後
は
土
屋

久
明
か
ら
漢
文
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
る[

５]

。

余
は
幼
時
よ
り
何
故
か
詩
歌
を
好
む
の
傾
向
を
現
は
し
た
り

余
が
八
九
歳
の
頃
外
祖
父
観
山
翁
の
も
と
へ
素
読
に
行
き
た

り

…
（
中
略
）
…
其
後
観
山
翁
は
間
も
な
く
物
故
せ
ら
れ
し

が

ひ
き
つ
ヾ
き
て
土
屋
久
明
先
生
の
処
へ
素
読
に
行
き
し
か

ば

終
に
此
先
生
に
つ
き
て
詩
を
作
る
の
法

即
ち
幼
学
便
覧

を
携
へ
行
き
て
平
仄
の
な
ら
べ
か
た
を
習
ひ
し
は
明
治
十
一
年

の
夏
に
て

そ
れ
よ
り
五
言
絶
句
を
毎
日
一
ッ
づ
ゝ
作
り
て
見

て
も
ら
ひ
た
り

斯
く
の
如
き
者
数
月
に
て
中
絶
せ
し
が

後

数
月
を
経
て
又
も
や
は
じ
め
た
り

（
正
岡
子
規
『
筆
ま
か
勢
』
第
一
編[

６]

）

せ

子
規
は
そ
の
後
も
折
に
触
れ
て
漢
詩
を
残
し
て
お
り
、『
子
規
全

集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
漢
詩
稿
」
に
は
六
百
三
十
首
も
の
詩
が
収

め
ら
れ
て
い
る[

７]

。

漱
石
と
子
規
が
交
流
を
持
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
二
（
一
八
八

九
）
年
一
月
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
『
木

屑
録
』
と
は
、
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
八
月
、
漱
石
が
第

一
高
等
中
学
校
の
夏
休
み
に
友
人
四
人
と
出
か
け
た
房
総
旅
行
の

記
録
で
あ
る
。
子
規
は
そ
の
年
五
月
に
喀
血
し
、
七
月
か
ら
松
山

へ
療
養
に
帰
っ
て
い
た
。
そ
の
房
総
旅
行
の
記
録
を
全
文
漢
文
で

書
き
記
し
、
後
に
子
規
に
見
せ
た
の
が
『
木
屑
録
』
で
あ
る
。『
木

屑
録
』
を
見
た
子
規
は
漱
石
の
漢
文
で
の
作
文
能
力
に
大
変
に
驚

い
た
と
い
う
。
子
規
の
『
木
屑
録
』
評
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る[

８]

。

余
知
吾
兄
久
矣
。
而
与
吾
兄
交
者
、
則
始
于
今
年
一
月
也
。

余
初
来
東
都
、
求
友
数
年
、
未
得
一
人
。
及
知
吾
兄
、
乃
竊
有

所
期
。
而
其
至
辱
知
已
、
而
憶
前
日
、
其
所
得
于
吾
兄
、
甚
過

前
所
期
矣
。
於
是
乎
余
始
得
一
益
友
、
其
喜
可
知
也
。
余
知
吾

兄
長
于
英
文
也
久
、
而
見
吾
兄
漢
文
、
則
始
于
此
木
屑
録
也
。

（
余

吾
兄
を
知
る
こ
と
久
し
。
而
る
に
吾
兄
と
交
は
る
は
、
則

ち
今
年
一
月
に
始
ま
る
な
り
。
余

初
め
て
東
都
に
来
た
り
、
友

を
求
む
る
こ
と
数
年
な
る
も
、
未
だ
一
人
も
得
ず
。
吾
兄
を
知

る
に
及
び
、
乃
ち
窃
か
に
期
す
る
所
有
り
。
而
し
て
其
の
知
己

を

辱

く
す
る
に
至
り
、
而
し
て
前
日
を
憶
へ
ば
、
其
の
吾
兄

か
た
じ
け
な

に
得
る
所
は
、
甚
だ
前
に
期
す
る
所
に
過
ぐ
。
是
に
於
い
て
か

余

始
め
て
一
益
友
を
得
、
其
の
喜
び

知
る
べ
き
な
り
。
余

吾

兄
の
英
文
に
長
ず
る
を
知
る
や
久
し
、
而
る
に
吾
兄
の
漢
文
を
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見
る
は
、
則
ち
此
の
『
木
屑
録
』
に
始
ま
る
な
り
。
）

こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、
西
洋
の
学
問
に
通
じ
る
者
は
東
洋
の

学
問
は
苦
手
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
漱
石
の
漢
詩
文
の
見

事
さ
に
驚
嘆
し
た
と
い
い
、「
如
吾
兄
者
、
千
萬
年
一
人
焉
耳
。
而

余
幸
得
接
咳
嗽
、
豈
可
不
敬
而
愛
之
哉
。
」
（
吾
兄
の
如
き
者
は
、

千
万
年
に
一
人
の
み
。
而
る
に
余

幸
ひ
に
し
て
咳
嗽
に
接
す
る
を

得
、
豈
に
敬
ひ
て
之
を
愛
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
）
と
ま
で
激
賞
す
る
。

そ
の
後
漱
石
と
子
規
は
主
に
手
紙
を
通
し
て
漢
詩
や
俳
句
の
や
り

と
り
を
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
子
規
が
朱
で
批
評
を
加
え
て
返
し

て
い
る
。

そ
の
交
わ
さ
れ
た
手
紙
の
中
の
一
つ
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九

九
）
年
五
月
十
九
日
に
漱
石
が
熊
本
か
ら
子
規
に
送
っ
た
手
紙
に

次
の
よ
う
な
詩
が
記
さ
れ
て
い
る[

９]

。

夏
目
漱
石
「
古
別
離
」

１

上
樓
湘
水
綠

楼
に
上
れ
ば

湘
水

緑
に

の
ぼ

２

捲
簾
明
月
來

簾
を
捲
け
ば

明
月

来
た
る

３

雙
袖
薔
薇
香

双
袖

薔
薇
の
香

４

千
金
琥
珀
杯

千
金

琥
珀
の
杯

５

窈
窕
鳴
紫
篴

窈
窕
と
し
て

紫
篴
を
鳴
ら
し

し

て

き

６

徙
倚
暗
涙
催

徙
倚
し
て

暗
涙

催
す

し

い

７

二
八
纔
畫
眉

二
八

纔
か
に
眉
を
画
き

わ
づ

８

早
識
別
離
哀

早
く
も
別
離
の
哀
を
識
る

９

再
會
期
何
日

再
会

期
す
る
こ
と
何
れ
の
日
か

臨
江
思
邈
哉

江
に
臨
み
て

思
ひ

邈
か
な
る
か
な

は
る

10

徒
道
不
相
忘

徒

ら
に
道
ふ

相
忘
れ
ず
と

い
た
づ

い

11

君
心
曷
得
回

君
が
心

曷
ぞ
回
ら
す
を
得
ん

な
ん

め
ぐ

12

迢
迢
從
此
去

迢
迢

此
よ
り
去
り

て
う
て
う

13

前
路
白
雲
堆

前
路

白
雲

堆

し

う
ず
た
か

14

撫
君
金
錯
刀

君
が
金
錯
の
刀
を
撫
し

15

憐
君
奪
錦
才

君
が
奪
錦
の
才
を
憐
れ
む

16

不
贈
貂
襜
褕

貂
襜
褕
を
贈
ら
れ
ざ
る
も

て
う
せ
む
ゆ

17

却
報
英
瓊
瑰

却
て
英

瓊

瑰
を
報
ゆ

え
い
け
い
く
わ
い

18

春
風
吹
翠
鬟

春
風

翠
鬟
を
吹
き

19

悵
忉
下
高
台

悵

忉

高
台
よ
り
下
る

ち
や
う
た
う

20

欲
遺
君
子
佩

君
子
に
佩
を
遺
ら
ん
と
欲
し

21

蘭
渚
起
徘
徊

蘭
渚

起
ち
て
徘
徊
す

22手
紙
の
末
尾
に
は
「
右
は
先
日
市
中
散
歩
の
折
古
本
屋
で
文
選

を
一
部
購
求
帰
宅
の
上
二
三
枚
通
読
致
候
結
果
に
候
ど
う
せ
真
似

事
故
碌
な
も
の
は
出
来
ず
候
へ
ど
も
一
夜
漬
の
手
品
を
一
寸
御
披

露
申
上
候
」
と
あ
り[

]

、
こ
の
詩
は
『
文
選
』
を
読
ん
で
、
そ
れ

10

に
基
づ
い
て
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
漱
石
は
「
二
三
枚
通
読
致
候
」「
ど
う
せ
真
似
事
故
碌
な

も
の
は
出
来
ず
」「
一
夜
漬
の
手
品
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
が
、
実

際
は
手
紙
の
本
文
に
「
批
圜
は
雨
山
道
人
に
御
座
候
」
と
い
う
よ

う
に
、
手
紙
を
出
す
一
ヶ
月
前
の
四
月
に
当
時
第
五
高
等
学
校
同

僚
の
漢
文
教
師
長
尾
雨
山
の
添
削
を
受
け
て
お
り
、
決
し
て
文
字

通
り
の
一
夜
漬
け
で
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
翌
年
に
は
五
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高
で
出
さ
れ
て
い
た
同
人
誌
『
龍
南
會
雜
誌
』
第
七
十
七
号
（
明

治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
二
月
）
に
も
雨
山
の
評
語
と
と
も
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
か
な
り
意
を
注
い
だ
作
品

で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る[

]

。

11

そ
れ
で
は
漱
石
は
『
文
選
』
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
そ
こ
か
ら

得
た
も
の
を
「
古
別
離
」
の
中
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
だ
の
か
。

そ
こ
に
は
漱
石
に
と
っ
て
の
『
文
選
』、
近
代
日
本
の
知
識
人
に
と

っ
て
の
『
文
選
』
の
一
端
を
知
る
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
古
別
離
」
と
『
文
選
』
の
関

係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二

「
古
別
離
」
に
つ
い
て

漱
石
の
漢
詩
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
漱
石
「
古
別

離
」
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る[

]

。
例
え

12

ば
漱
石
の
娘
婿
で
あ
る
松
岡
譲
の
『
漱
石
の
漢
詩
』
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る[

]

。

13

こ
の
物
語
詩
は
、
前
漢
武
帝
の
寵
臣
、
司
馬
相
如
と
そ
の
夫

人
卓
文
君
と
の
そ
も
そ
も
の
な
れ
そ
め
を
詠
じ
た
も
の
。
卓
文

君
は
臨
邛
の
富
豪
卓
王
孫
の
女
、
相
如
が
同
家
に
行
っ
た
時
、

年
若
い
文
君
を
見
そ
め
、
琴
を
弾
じ
て
誘
惑
し
、
と
う
と
う
仕

と
め
た
話
は
有
名
で
あ
る
。
そ
の
第
二
幕
が
こ
の
詩
の
場
面
だ

と
見
て
よ
か
ろ
う
。

松
岡
氏
が
こ
の
詩
を
司
馬
相
如
と
卓
文
君
の
物
語
で
あ
る
と
考

え
る
理
由
は
不
明
だ
が
、
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
も
「
先
生

の
こ
の
歌
も
、
夫
と
別
れ
住
む
佳
人
の
思
い
を
、
そ
の
独
白
と
し

て
の
べ
る
。
」
と
言
い[

]

、
故
事
を
扱
っ
た
物
語
的
作
品
と
し
て

14

い
る
。

一
方
飯
田
利
行
氏
は
当
時
の
漱
石
の
状
況
に
鑑
み
て
、
こ
の
詩

を
漱
石
自
身
の
大
塚
楠
緒
子
に
対
す
る
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
と

解
し
て
い
る[

]

。

15

大
塚
楠
緒
子
と
小
屋
保
治
と
の
縁
談
が
、
ほ
ぼ
ま
と
ま
り
か

け
た
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
漱
石
は
心
中
の
は
な
は
だ
平
ら
か

な
ら
ぬ
さ
ま
を
こ
の
詩
に
託
し
て
吐
露
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
小
坂
晋
氏
は
、
こ
の
詩
の
視
点
人
物
は
大
塚
楠
緒
子
の
仮

託
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
彼
女
の
小
屋
保
治
に
対
す
る
思
い
を
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
底
流
に
は
漱
石
の
大
塚
楠
緒
子

に
対
す
る
感
情
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る[

]

。

16

要
す
る
に
こ
の
漢
詩
は
、
保
治
留
学
中
、
夫
と
別
れ
住
む
佳

人
楠
緒
子
の
淋
し
い
生
活
と
心
中
を
推
し
測
り
、
中
国
の
貴
夫

人
の
姿
に
変
え
て
、
そ
の
感
情
の
独
白
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で

あ
ろ
う
。
…
（
中
略
）
…
こ
の
漢
詩
全
体
に
は
漱
石
の
片
思
い

の
情
が
、
内
に
切
々
と
流
れ
て
い
る
が
、
…
（
中
略
）
…
い
ず

れ
に
せ
よ
、
楠
緒
子
を
理
想
的
夫
人
と
崇
め
、
せ
め
て
楠
緒
子

の
気
持
に
な
る
こ
と
で
、
幻
想
の
世
界
に
お
い
て
、
自
か
ら
の

憧
れ
を
満
た
し
て
い
る
漱
石
の
心
中
察
す
る
に
余
り
あ
る
悲
し
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い
漢
詩
で
あ
る
。

飯
田
氏
や
小
坂
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
現
実
の
漱
石
の
恋
愛

事
情
を
背
景
に
置
い
て
解
釈
す
べ
き
か
ど
う
か
は
判
断
が
難
し
い

が
、
本
稿
で
は
そ
も
そ
も
漱
石
「
古
別
離
」
が
子
規
に
送
っ
た
手

紙
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
村
宏
氏
が
『
漱

石
漢
詩
の
世
界
』
で
「
古
詩
に
刺
戟
さ
れ
て
作
っ
た
手
す
さ
び
で

は
あ
る
が
、
内
面
に
は
子
規
と
の
別
離
が
意
識
に
あ
り
そ
う
で
あ

る
。
」
と
言
う
よ
う
に[

]
、
あ
く
ま
で
子
規
に
対
す
る
漱
石
の
思

17

い
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
考
え
た
い
。

な
お
『
文
選
』
に
は
「
古
別
離
」
と
い
う
題
の
詩
は
収
め
ら
れ

て
い
な
い
。
近
い
名
称
と
し
て
は
、
江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
・
古

離
別
」（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）
が
挙
げ
ら
れ
る[

]

。

18

江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
・
古
離
別
」

１

遠
與
君
別
者

遠
く
君
と
別
れ

２

乃
至
雁
門
關

乃
ち
雁
門
関
に
至
る

３

黄
雲
蔽
千
里

黄
雲

千
里
を
蔽
ひ

お
ほ

４

遊
子
何
時
還

遊
子

何
れ
の
時
に
か
還
る

い
づ

５

送
君
如
昨
日

君
を
送
る
こ
と
昨
日
の
如
き
も

６

簷
前
露
已
團

簷
前

露

已
に
団
か
な
り

ま
ど

７

不
惜
蕙
草
晩

蕙
草
の
晩
る
る
を
惜
し
ま
ず

く

８

所
悲
道
里
寒

悲
し
む
所
は
道
里
の
寒
か
ら
ん
こ
と

９

君
在
天
一
涯

君

天
の
一
涯
に
在
り

妾
身
長
別
離

妾
が
身

長

へ
に
別
離
す

わ

と
こ
し

10

願
一
見
顏
色

一
た
び
顔
色
を
見
ん
こ
と
を
願
ふ
も

11

不
異
瓊
樹
枝

瓊
樹
の
枝
に
異
な
ら
ず

12

兔
絲
及
水
萍

兎
絲
及
び
水
萍
は

13

所
寄
終
不
移

寄
る
所

終
に
移
ら
ず

14漱
石
「
古
別
離
」
と
江
淹
「
古
離
別
」
を
比
べ
て
み
る
と
、
女

性
が
遠
方
に
い
る
男
性
を
思
い
や
る
と
い
う
全
体
的
な
内
容
は
共

通
し
て
お
り
、
表
現
に
も
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
江
淹

「
古
離
別
」
の
第
３
句
「
黄
雲
蔽
千
里
」
（
黄
雲

千
里
を
蔽
ふ
）

は
、
砂
塵
に
黄
ば
ん
だ
雲
に
遮
ら
れ
て
相
手
の
姿
が
見
え
な
い
と

い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
漱
石
「
古
別
離
」
の
第

句
14

「
前
路
白
雲
堆
」（
前
路

白
雲

堆
し
）
と
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ま
た
江
淹
「
古
離
別
」
の
第
４
句
「
遊
子
何
時
還
」（
遊
子
何

れ
の
時
に
か
還
る
）
も
漱
石
「
古
別
離
」
の
第
９
句
「
再
會
期
何

日
」（
再
会

期
す
る
こ
と
何
れ
の
日
か
）
に
通
ず
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
全
体
の
枠
組
み
と
し
て
は
共
通
し
て
い
る
と
は
い
っ
て

も
、
表
現
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
共
通
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ

れ
で
は
漱
石
は
な
ぜ
こ
の
作
品
に
「
古
離
別
」
に
類
似
し
た
「
古

別
離
」
と
い
う
詩
題
を
付
け
た
の
か
。
こ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り

に
な
る
の
は
、
こ
の
詩
に
付
け
ら
れ
た
李
善
注
で
あ
る
。

江
之
此
製
、
非
直
學
其
體
、
而
亦
兼
用
其
文
。
故
各
自
引
文

而
爲
之
證
、
其
無
文
者
乃
他
説
。
（
江
の
此
の
製
、
直
だ
に
其
の

た

体
を
学
ぶ
の
み
に
非
ず
、
亦
た
兼
ね
て
其
の
文
を
用
ふ
。
故
に
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各
お
の
自
ら
文
を
引
き
て
之
が
証
と
為
し
、
其
の
文
無
き
者
は

乃
ち
他
説
な
り
。）

こ
れ
は
江
淹
「
雑
体
詩
」
全
体
の
作
詩
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
が
、
江
淹
「
古
離
別
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
別
れ
を
テ
ー
マ
と

す
る
古
詩
か
ら
表
現
を
借
り
て
き
て
作
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

漱
石
が
李
善
注
を
見
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
実
際

に
江
淹
の
作
品
を
見
れ
ば
、
古
詩
の
表
現
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き

て
い
る
こ
と
は
分
か
っ
た
だ
ろ
う
。
漱
石
は
そ
の
手
法
を
参
考
に
、

別
れ
を
テ
ー
マ
と
す
る
古
詩
か
ら
表
現
を
借
り
て
く
る
と
い
う
手

法
を
踏
襲
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
漱
石

は
具
体
的
に
『
文
選
』
の
ど
の
作
品
か
ら
ど
の
よ
う
に
表
現
を
持

っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

張
衡
「
四
愁
詩
」
と
の
重
な
り

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
漱
石
「
古
別
離
」
の
第

句
か
ら
第

15

18

句
の
四
句
に
つ
い
て
は
張
衡
「
四
愁
詩
」
（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

に
基
づ
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。

張
衡
「
四
愁
詩
」
は
四
段
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
女

の
と
こ
ろ
に
遠
く
に
居
る
男
性
か
ら
贈
り
物
が
届
い
た
が
、
あ
ま

り
に
も
遠
く
て
こ
ち
ら
か
ら
の
贈
り
物
は
届
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
嘆
き
を
リ
フ
レ
イ
ン
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
一

思
曰
」（
一
の
思
ひ
に
曰
く
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

張
衡
「
四
愁
詩
・
一
思
曰
」

１

我
所
思
兮
在
太
山

我
が
思
ふ
所

太
山
に
在
り

２

欲
往
從
之
梁
父
艱

往
き
て
之
に
従
は
ん
と
欲
す
る
も

梁
父

艱
し

け
は

３

側
身
東
望
涕
霑
翰

身
を

側

て
て
東
の
か
た
望
め
ば

涕

そ
ば
だ

翰
を

霑

す

う
る
ほ

４

美
人
贈
我
金
錯
刀

美
人

我
に
金
錯
刀
を
贈
る

５

何
以
報
之
英
瓊
瑤

何
を
以
て
之
に
報
ぜ
ん

英
瓊
瑶

え
い
け
い
え
う

６

路
遠
莫
致
倚
逍
遙

路

遠
く
し
て
致
す
莫
く

倚
り
て
逍

よ

遥
す

７

何
爲
懷
憂
心
煩
勞

何
為
れ
ぞ
憂
ひ
を
懐
き
て

心

煩
労

す
る

（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

こ
の
「
一
思
曰
」
第
４
句
に
見
ら
れ
る
「
金
錯
刀
」
は
漱
石
「
古

別
離
」
第

句
に
も
「
撫
君
金
錯
刀
」（
君
が
金
錯
の
刀
を
撫
す
）

15

と
、
相
手
か
ら
贈
ら
れ
て
手
元
に
あ
る
思
い
出
の
品
と
し
て
登
場

す
る
。
ま
た
「
一
思
曰
」
第
５
句
の
「
英
瓊
瑤
」
は
漱
石
「
古
別

離
」
第

句
の
「
却
報
英
瓊
瑰
」（
却
て
英
瓊
瑰
を
報
ゆ
）
の
「
英

18

瓊
瑰
」
と
同
じ
で
、
こ
ち
ら
か
ら
金
錯
刀
の
返
礼
と
し
て
贈
り
た

い
珮
玉
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る[

]

。
ま
た
漱
石
「
古
別
離
」
第

19

17

句
「
貂
襜
褕
」
は
「
三
思
曰
」
に
次
の
よ
う
に
あ
り
、
や
は
り
遠

方
の
男
性
か
ら
贈
ら
れ
た
貂
の
皮
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

美
人
贈
我
貂
襜
褕

美
人

我
に
貂
襜
褕
を
贈
る

何
以
報
之
明
月
珠

何
を
以
て
か
之
に
報
い
ん

明
月
珠
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（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
第

句
か
ら
第

句
ま
で
の
四
句
は

15

18

明
ら
か
に
漱
石
「
古
別
離
」
が
張
衡
「
四
愁
詩
」
を
踏
ま
え
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
全
く
そ
の
ま
ま
と
い
う
訳
で
は
な
く
、

漱
石
「
古
別
離
」
第

句
で
は
、
貂
襜
褕
は
贈
ら
れ
て
は
い
な
い

17

け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
か
ら
珮
玉
を
贈
り
た
い
と
詠
っ
て
い
る
。

こ
の
四
句
以
外
に
も
、
漱
石
「
古
別
離
」
第
１
句
に
出
て
く
る

「
湘
水
」
も
「
二
思
曰
」
に
「
我
所
思
兮
在
桂
林
、
欲
往
從
之
湘

水
深
。
」
（
我
が
思
ふ
所

桂
林
に
在
り
、
往
き
て
之
に
従
は
ん
と

欲
す
る
も

湘
水

深
し
。
）
と
見
え
る
。

こ
の
張
衡
「
四
愁
詩
」
は
、
『
文
選
』
で
附
せ
ら
れ
て
い
る
序
文

に
よ
れ
ば
、
河
間
国
の
相
と
し
て
赴
任
し
た
張
衡
は
河
間
国
の
政

治
腐
敗
を
一
掃
し
た
も
の
の
、
天
下
が
次
第
に
混
乱
し
て
い
っ
た

が
た
め
に
志
を
得
な
い
で
鬱
鬱
と
し
た
。
そ
こ
で
「
四
愁
詩
」
を

作
り
、
屈
原
に
倣
っ
て
比
喩
を
用
い
つ
つ
君
主
に
自
分
の
思
い
を

伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う[

]

。
こ
の
序
文
の
説
明
に
従
え
ば
、

20

「
四
愁
詩
」
は
屈
原
「
離
騒
」
を
祖
型
と
し
て
、
自
身
の
志
が
果

た
せ
ぬ
と
い
う
思
い
を
離
れ
ば
な
れ
の
男
女
の
思
い
に
喩
え
て
訴

え
か
け
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
漱
石
が
こ
の
序
を
踏
ま

え
て
「
四
愁
詩
」
を
用
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
漱
石
の
何

ら
か
の
意
図
が
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

四

「
古
詩
十
九
首
」
と
の
重
な
り

他
に
も
漱
石
「
古
別
離
」
と
『
文
選
』
の
表
現
の
重
な
り
具
合

を
調
べ
て
い
く
と
、「
四
愁
詩
」
以
外
に
も
多
く
の
類
例
が
見
つ
か

る
。
中
で
も
「
古
詩
十
九
首
」
（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）
と
の
間
で

は
表
現
の
類
似
が
全
体
に
渡
っ
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
続

い
て
漱
石
「
古
別
離
」
の
冒
頭
か
ら
順
に
「
古
詩
十
九
首
」
と
の

重
な
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

１

上
樓
湘
水
綠

２

捲
簾
明
月
來

思
慕
す
る
男
性
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
女
性
が
高
殿
に
登
っ

て
物
思
い
に
ふ
け
る
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
所
謂
「
楼

上
の
思
婦
」
と
し
て
知
ら
れ
る[

]

。
漱
石
「
古
別
離
」
も
そ
の
系

21

譜
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
言
え
る
が
、「
古
詩
十
九
首
」
其
二
は
そ

の
最
初
期
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

盈
盈
樓
上
女

盈
盈
た
り

楼
上
の
女

皎
皎
當
窓
牖

皎
皎
と
し
て
窓
牖
に
当
た
る

（
其
二
）

ま
た
遠
方
の
男
性
を
思
う
独
り
寝
の
女
性
を
月
が
照
ら
す
と
い

う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

其
十
九
に
も
見
ら
れ
る
。

明
月
何
皎
皎

明
月

何
ぞ
皎
皎
た
る

照
我
羅
床
幃

我
が
羅
床
の
幃
を
照
ら
す

憂
愁
不
能
寐

憂
愁
し
て
寐
ぬ
る
能
は
ず

い

攬
衣
起
徘
徊

衣
を
攬
り
て
起
ち
て
徘
徊
す

（
其
十
九
）

と
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ま
た
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
に
見
え
る
「
起
徘
徊
」
は
、
漱
石

「
古
別
離
」
で
も
最
後
に
「
蘭
渚
起
徘
徊
」
（
蘭
渚

起
ち
て
徘
徊

す
）
と
使
わ
れ
て
い
る
。

３

雙
袖
薔
薇
香

４

千
金
琥
珀
杯

両
の
袖
に
薔
薇
の
香
り
と
い
う
の
は
、
女
性
の
両
袖
か
ら
薔
薇

の
香
り
が
漂
う
と
い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
似
た
シ
チ
ュ
エ

ー
シ
ョ
ン
が
其
九
に
見
ら
れ
る
。

庭
中
有
奇
樹

庭
中
に
奇
樹
有
り

綠
葉
發
華
滋

緑
葉

華
滋
を
発
す

攀
條
折
其
榮

條
を
攀
き
て
其
の
栄
を
折
り

え
だ

ひ

は
な

將
以
遺
所
思

将
に
以
て
思
ふ
所
に
遺
ら
ん

馨
香
盈
懷
袖

馨
香

懐
袖
に
盈
つ
る
も

路
遠
莫
致
之

路

遠
く
し
て

之
を
致
す
莫
し

（
其
九
）

こ
の
詩
は
女
性
が
庭
に
咲
い
た
美
し
い
花
を
遠
方
の
男
性
に
贈

り
た
い
と
思
い
、
手
折
っ
て
懐
に
入
れ
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
遠

く
て
贈
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
漱
石
「
古
別
離
」
の
主
人
公
た
る
女
性
も
ま
た
相
手
を
思
っ

て
薔
薇
を
手
折
っ
て
袖
に
入
れ
た
け
れ
ど
も
贈
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

５

窈
窕
鳴
紫
篴

６

徙
倚
暗
涙
催

「
徙
倚
」
は
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
た
ち
も
と
お
る
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
の
言
葉
は
其
十
六
に
見
え
る
。

徙
倚
懷
感
傷

徙
倚
し
て
感
傷
を
懐
き

垂
涕
沾
雙
扉

涕
を
垂
れ
て
双
扉
を
沾
す

（
其
十
六
）

こ
の
其
十
六
の
詩
は
夫
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
妻
の
悲
し
み

を
詠
う
も
の
で
あ
る
が
、
妻
が
夫
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
う
ろ
う
ろ

と
歩
く
さ
ま
が
「
徙
倚
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。
一
方
漱
石
「
古
別

離
」
で
も
、
相
手
を
思
っ
て
た
ち
も
と
お
り
つ
つ
人
知
れ
ぬ
涙
を

流
す
と
い
い
、
概
ね
共
通
す
る
と
言
え
る
。

９

再
會
期
何
日

臨
江
思
邈
哉

10

第
九
句
「
再
會
期
何
日
」
（
再
会

期
す
る
こ
と
何
れ
の
日
か
）

は
女
性
が
男
性
に
対
し
て
、
再
び
会
え
る
日
は
一
体
何
時
に
な
ろ

う
か
と
歎
く
の
だ
が
、
類
似
し
た
表
現
は
其
一
に
見
ら
れ
る
。

道
路
阻
且
長

道
路

阻
し
く
し
て
且
つ
長
し

け
は

會
面
安
可
知

会
面

安
ん
ぞ
知
る
べ
け
ん

（
其
一
）

言
葉
と
し
て
は
あ
ま
り
直
接
重
な
っ
て
は
い
な
い
が
、
遠
く
に

い
る
人
を
思
い
つ
つ
「
一
体
何
時
会
え
る
だ
ろ
う
か
。
」
と
訴
え
か



- 231 -

け
る
心
境
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

迢
迢
從
此
去

前
路
白
雲
堆

13

14

男
性
は
遥
か
遠
く
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
、
彼
が
去
っ
て
行

っ
た
道
に
は
白
雲
が
う
ず
た
か
く
積
も
っ
て
見
え
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、「
迢
迢
」
は
其
十
に
見
ら
れ
る
。

迢
迢
牽
牛
星

迢
迢
た
り

牽
牛
星

皎
皎
河
漢
女

皎
皎
た
り

河
漢
の
女

（
其
十
）

其
十
は
七
夕
の
物
語
に
つ
い
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
冒
頭
で

牽
牛
星
が
遥
か
に
離
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
表
現
と
し
て
「
迢
迢
」

と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
星
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
牽

牛
と
織
女
の
二
人
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
と
考
え
れ

ば
、
同
じ
使
い
方
と
言
え
る
。

欲
遺
君
子
佩

蘭
渚
起
徘
徊

21

22

遠
方
に
い
る
男
性
に
贈
り
物
を
届
け
た
い
と
い
う
の
は
前
章
で

取
り
上
げ
た
張
衡
「
四
愁
詩
」
に
も
見
ら
れ
た
が
、
其
六
に
も
見

ら
れ
る
。

渉
江
采
芙
蓉

江
を
渉
り
て
芙
蓉
を
采
る

蘭
澤
多
芳
草

蘭
沢

芳
草
多
し

采
之
欲
遺
誰

之
を
采
り
て
誰
に
か
遺
ら
ん
と
欲
す
る

所
思
在
遠
道

思
ふ
所

遠
道
に
在
り

（
其
六
）

こ
の
其
六
で
は
女
性
の
い
る
場
所
が
蘭
の
茂
る
水
辺
と
な
っ
て

お
り
、
漱
石
「
古
別
離
」
の
第

句
「
蘭
渚
」
と
重
な
る
。
ま
た

22

同
じ
く
第

句
「
起
徘
徊
」
は
先
に
挙
げ
た
其
十
九
に
も
「
攬
衣

22

起
徘
徊
」
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
漱
石
「
古
別
離
」
に
は
古
詩
十
九
首

と
類
似
す
る
表
現
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
大
量
に
見
ら
れ
る
こ

と
が
分
か
る
。
し
か
も
こ
こ
で
引
用
し
た
「
古
詩
十
九
首
」
其
一
・

其
二
・
其
六
・
其
九
・
其
十
・
其
十
六
・
其
十
九
は
、
全
て
女
性

の
立
場
か
ら
、
遠
く
離
れ
た
男
性
を
思
う
心
情
を
詠
っ
た
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
漱
石
は
「
古
詩
十
九
首
」
の
中
か
ら
思
慕
す
る
男

性
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
女
性
の
思
い
と
い
う
テ
ー
マ
の
作
品

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
こ
か
ら
表
現
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

抽
出
・
参
照
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五

他
の
『
文
選
』
所
収
詩
と
の
重
な
り

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
『
文
選
』
と
の
表
現
の
重
な
り
は
「
古
詩

十
九
首
」
が
中
心
を
成
し
て
い
る
が
、「
古
詩
十
九
首
」
以
外
の
詩

か
ら
の
引
用
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
順
に
見
て
み
た
い
。

１

上
樓
湘
水
綠

２

捲
簾
明
月
來
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漱
石
「
古
別
離
」
第
２
句
に
見
ら
れ
る
簾
と
月
の
組
み
合
わ
せ

に
つ
い
て
は
『
文
選
』
に
い
く
つ
か
類
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

張
華
「
情
詩
二
首
」
其
一

淸
風
動
帷
簾

清
風

帷
簾
を
動
か
し

晨
月
照
幽
房

晨
月

幽
房
を
照
ら
す

佳
人
處
遐
遠

佳
人

遐
遠
に
処
り

蘭
室
無
容
光

蘭
室

容
光
無
し

（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

謝
恵
連
「
七
月
七
日
夜
詠
牛
女
」

落
日
隱
檐
楹

落
日

檐
楹
に
隠
れ

升
月
照
簾
櫳

升
月

簾
櫳
を
照
ら
す

（
『
文
選
』
巻
三
十
）

江
淹
「
雑
体
詩
三
十
首
・
張
司
空
離
情
華
」

秋
月
照
簾
籠

秋
月

簾
籠
を
照
ら
し

懸
光
入
丹
墀

懸
光

丹
墀
に
入
る

（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）

張
華
「
情
詩
」
は
遠
方
に
い
る
男
性
に
対
す
る
女
性
の
思
い
を
、

謝
恵
連
「
七
月
七
日
夜
詠
牛
女
」
は
牽
牛
織
女
の
逢
瀬
を
詠
う
も

の
で
あ
る
。
江
淹
「
張
司
空
離
情
華
」
は
詩
題
に
も
あ
る
と
お
り
、

張
華
「
情
詩
二
首
」
を
踏
ま
え
た
模
擬
詩
で
あ
る
。
江
淹
の
詩
は

張
華
の
詩
を
踏
ま
え
た
模
擬
詩
で
あ
る
か
ら
当
然
と
し
て
も
、
前

者
二
首
と
も
離
れ
ば
な
れ
の
男
女
を
詠
う
も
の
で
あ
る
点
が
「
古

詩
十
九
首
」
に
見
ら
れ
た
傾
向
と
共
通
し
て
い
る
。

３

雙
袖
薔
薇
香

４

千
金
琥
珀
杯

先
に
女
性
の
両
袖
か
ら
花
の
香
り
が
漂
う
と
い
う
例
と
し
て
「
古

詩
十
九
首
」
其
九
を
挙
げ
た
が
、
同
様
に
女
性
の
袖
か
ら
香
り
が

す
る
と
い
う
例
と
し
て
、
謝
恵
連
「
擣
衣
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

微
芳
起
兩
袖

微
芳

両
袖
よ
り
起
こ
り

輕
汗
染
雙
題

軽
汗

双
題
を
染
む
。

（
『
文
選
』
巻
三
十
）

こ
れ
は
詩
題
に
あ
る
と
お
り
、
遠
方
に
い
る
男
性
を
思
い
な
が

ら
女
性
が

砧

打
つ
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
女
性
が

き
ぬ
た

遠
方
の
男
性
を
思
う
も
の
で
あ
る
。

９

再
會
期
何
日

臨
江
思
邈
哉

10

第

句
に
見
ら
れ
る
「
臨
江
」
と
い
う
言
葉
は
、
謝
霊
運
「
南

10

楼
中
望
所
遅
客
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

登
樓
爲
誰
思

楼
に
登
り
て
誰
が
為
に
か
思
ふ

臨
江
遲
來
客

江
に
臨
み
て
来
客
を
遅
つ

ま
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（
『
文
選
』
巻
三
十
）

こ
れ
は
再
会
を
期
し
て
別
れ
た
友
人
の
再
訪
を
高
殿
で
ひ
た
す

ら
に
待
ち
続
け
る
姿
を
詠
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
関
し
て
は

男
性
と
女
性
で
は
な
い
が
、
高
殿
で
遠
方
に
い
る
相
手
を
思
う
と

い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
や
は
り
漱
石
「
古
別
離
」
と
共
通
す

る
も
の
で
あ
る
。

迢
迢
從
此
去

前
路
白
雲
堆

13

14

「
從
此
去
」
の
三
字
に
つ
い
て
は
、
蘇
武
「
詩
四
首
」
其
三
に

近
い
表
現
が
あ
る
。

參
辰
皆
已
沒

参
辰

皆
已
に
没
し
、

去
去
從
此
辭

去
り
去
り
て
此
よ
り
辞
せ
ん

（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

こ
の
詩
は
李
陵
「
与
蘇
武
」
三
首
（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）
と
と

も
に
五
言
詩
の
祖
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
李
陵
と
蘇
武
は
漢

武
帝
の
頃
に
匈
奴
の
地
に
在
っ
た
が
、
後
に
蘇
武
の
み
が
漢
に
帰

国
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
別
れ
の
宴
で
作
ら
れ
た
の
が
こ
の
一

連
の
詩
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
は
李
陵
と
蘇
武
の
作
で

は
な
く
偽
作
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
送
別
詩
の
最
初
期

の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

春
風
吹
翠
鬟

悵
忉
下
高
台

19

20

「
高
台
」
は
冒
頭
の
「
楼
」
と
同
義
か
と
思
わ
れ
る
が
、
曹
植

「
雑
詩
六
首
」
其
一
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

高
臺
多
悲
風

高
台

悲
風
多
く

朝
日
照
北
林

朝
日

北
林
を
照
ら
す

之
子
在
萬
里

之
の
子

万
里
に
在
り

江
湖
迥
且
深

江
湖

迥
か
に
し
て
且
つ
深
し

は
る

（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

こ
の
詩
は
「
之
子
在
萬
里
」
（
之
の
子

万
里
に
在
り
）
と
あ
る

よ
う
に
、
遠
く
離
れ
て
い
て
会
え
な
い
親
し
い
人
の
こ
と
を
思
い

や
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
別
れ
の
詩
で
あ
る
。

以
上
「
古
詩
十
九
首
」
以
外
の
例
を
見
る
と
、
概
ね
二
つ
の
共

通
点
が
あ
る
。
一
つ
は
「
古
詩
十
九
首
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
全

て
が
別
れ
、
そ
れ
も
多
く
は
遠
方
に
あ
る
男
性
を
思
う
女
性
の
嘆

き
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
『
文
選
』
巻
二
十
九
か
ら
巻
三
十
一
ま
で

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
文
選
』
は
全
体
が
「
賦
」「
詩
」

「
騒
」
な
ど
三
十
七
の
文
体
に
分
か
れ
て
い
る
が
、『
文
選
』
序
に

「
詩
賦
體
既
不
一
、
又
以
類
分
。
」（
詩
賦
の
体

既
に
一
な
ら
ず
、

又
た
類
を
以
て
分
つ
。）
と
言
う
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
更
に
テ
ー

マ
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
賦
な
ら
「
京
都
」「
紀
行
」
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「
鳥
獣
」
な
ど
、
詩
な
ら
「
補
亡
」
「
公
讌
」
「
詠
史
」
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
章
で
取
り
上
げ
た
例
を
見
る
と
、
巻
三

十
一
の
江
淹
「
雑
体
詩
」
以
外
は
全
て
『
文
選
』
で
は
「
雑
詩
」

類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
江
淹
「
雑
体
詩
」
は
「
雑
詩
」
類
に
収

め
ら
れ
た
張
華
の
詩
を
模
擬
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

全
て
が
「
雑
詩
」
類
の
詩
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
も
先
に
述

べ
た
張
衡
「
四
愁
詩
」
と
「
古
詩
十
九
首
」
も
、
や
は
り
『
文
選
』

巻
二
十
九
「
雑
詩
」
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
漱
石
「
古

別
離
」
の
『
文
選
』
由
来
の
表
現
は
、
殆
ど
が
『
文
選
』
の
「
雑

詩
」
類
の
作
品
に
出
て
く
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
漱
石
「
古

別
離
」
中
の
『
文
選
』「
雑
詩
」
類
に
類
例
の
あ
る
表
現
を
マ
ー
キ

ン
グ
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

上
樓
湘
水
綠

捲
簾
明
月
來

雙
袖
薔
薇
香

千
金
琥
珀
杯

窈
窕
鳴
紫
篴

徙
倚
暗
涙
催

二
八
纔
畫
眉

早
識
別
離
哀

再
會
期
何
日

臨
江
思
邈
哉

徒
道
不
相
忘

君
心
曷
得
回

迢
迢
從
此
去

前
路
白
雲
堆

撫
君
金
錯
刀

憐
君
奪
錦
才

不
贈
貂
襜
褕

却
報
英
瓊
瑰

春
風
吹
翠
鬟

悵
忉
下
高
台

欲
遺
君
子
佩

蘭
渚
起
徘
徊

こ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
漱
石
「
古
別
離
」
は
『
文
選
』
で

「
雑
詩
」
類
に
分
類
さ
れ
た
詩
の
中
の
、
別
れ
を
テ
ー
マ
に
し
た

作
品
か
ら
表
現
を
借
り
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ

れ
ら
を
骨
格
と
し
て
再
構
成
し
、
さ
ら
に
別
の
表
現
を
追
加
す
る

こ
と
で
作
成
さ
れ
た
の
が
漱
石
「
古
別
離
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る[
]

。

22

六

『
楚
辞
』
と
の
重
な
り

以
上
、
漱
石
「
古
別
離
」
と
『
文
選
』
の
言
葉
の
重
な
り
具
合

を
調
べ
た
結
果
、
漱
石
「
古
別
離
」
は
古
詩
十
九
首
を
中
心
に
、

『
文
選
』
の
「
雑
詩
」
類
に
分
類
さ
れ
る
詩
の
中
の
別
れ
を
テ
ー

マ
と
し
た
も
の
か
ら
表
現
を
集
め
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

漱
石
が
「
二
三
枚
通
読
致
候
」
と
述
べ
て
い
た
の
は
さ
す
が
に
謙

遜
と
し
て
も
、
そ
の
言
葉
の
元
に
な
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
『
文

選
』
「
雑
詩
」
類
か
ら
表
現
を
借
り
て
く
る
と
い
う
作
り
方
な
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
う
一
点
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ

の
詩
の
中
に
は
『
文
選
』
と
あ
わ
せ
て
、『
楚
辞
』
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
る
表
現
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
が

漱
石
「
古
別
離
」
の
末
尾
、
第

・

句
で
あ
る
。

21

22

欲
遺
君
子
佩

蘭
渚
起
徘
徊

21

22

こ
の
句
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
は
類
例
と
し
て
「
古
詩
十
九
首
」

其
六
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
も
う
一
つ
「
佩
」「
蘭
」
と
言
っ
て
第

一
に
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
屈
原
「
離
騒
」
で
あ
る[

]

。

23

紛
吾
既
有
此
内
美
兮

紛
と
し
て
吾

既
に
此
の
内
美
有
り

又
重
之
以
脩
能

又
た
之
に
重
ぬ
る
に
脩
能
を
以
て

す
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扈
江
離
與
辟
芷
兮

江
離
と
辟
芷
と
を

扈

り

か
う
む

紐
秋
蘭
以
爲
佩

秋
蘭
を
紐
ぎ
て
以
て
佩
と
為
す

つ
な

（
『
楚
辞
』
巻
一
）

こ
れ
は
「
離
騒
」
の
冒
頭
部
分
、
屈
原
が
自
身
の
出
自
の
由
緒

正
し
さ
と
能
力
を
高
ら
か
に
述
べ
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
君

子
の
象
徴
た
る
蘭
の
花
を
珮
玉
の
よ
う
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
詠

わ
れ
て
い
る
。
他
に
も
屈
原
「
離
騒
」
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

戸
服
艾
以
盈
要
兮

戸
ご
と
に
艾
を
服
し
て
以
て
要
に
盈

こ
し

み

ち

謂
幽
蘭
其
不
可
佩

幽
蘭
は
其
れ
佩
ぶ
べ
か
ら
ず
と
謂
ふ

（
『
楚
辞
』
巻
一
）

漱
石
「
古
別
離
」
の
み
で
は
何
故
女
性
が
「
蘭
渚
」
か
ら
珮
玉

を
贈
ろ
う
と
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
「
離
騒
」
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
女
性
は
君
子
に
ふ
さ
わ
し
い
花
と

し
て
男
性
に
蘭
の
花
を
贈
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
続
け
て
順
に
他
の
『
楚
辞
』
系
作
品
と
重
な
る
表
現
を
見

て
み
た
い
。

１

上
樓
湘
水
綠

２

捲
簾
明
月
來

第
１
句
「
湘
水
」
は
先
ほ
ど
張
衡
「
四
愁
詩
」
に
も
見
ら
れ
る

と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
に
発
し
て
洞
庭

湖
に
注
ぐ
川
で
、
舜
の
后
で
あ
る
娥
后
と
女
英
が
身
を
投
げ
た
川

と
し
て
知
ら
れ
る
と
同
時
に
、
『
楚
辞
』
の
舞
台
と
し
て
も
知
ら
れ

る
。
こ
の
「
湘
水
」
と
い
う
言
葉
は
東
方
朔
「
七
諌
・
哀
命
」
に

見
ら
れ
る
。

何
君
臣
之
相
失
兮

何
ぞ
君
臣
の
相
失
へ
る

上
沅
湘
而
分
離

沅
湘
に
上
り
て
分
離
す

測
汨
羅
之
湘
水
兮

汨
羅
の
湘
水
を
測
り

知
時
固
而
不
反

時
の
固
よ
り
し
て
反
ら
ざ
る
を
知
る

も
と

か
へ

（
『
楚
辞
』
巻
十
三
）

湘
水
は
『
楚
辞
』
の
中
で
も
「
沅
湘
」
「
江
湘
」
「
湘
流
」
「
湘

君
」
「
湘
夫
人
」
な
ど
の
言
葉
と
し
て
頻
出
し
、
『
楚
辞
』
を
強
く

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
漱
石
「
古
別
離
」
で
湘
水
と
い

う
固
有
名
詞
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
読
者
に
対
し
て
『
楚
辞
』

の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５

窈
窕
鳴
紫
篴

６

徙
倚
暗
涙
催

第
５
句
「
窈
窕
」
は
ま
ず
『
毛
詩
』
周
南
「
関
雎
」
の
「
窈
窕

淑
女
、
君
子
好
逑
。
」
（
窈
窕
た
る
淑
女
は
、
君
子
の
好
逑
。
）
が

思
い
出
さ
れ
る
が
、
屈
原
「
九
歌
・
山
鬼
」
に
も
見
ら
れ
る
言
葉

で
あ
る
。

既
含
睇
兮
又
宜
笑

既
に
睇
を
含
み
て
又
た
宜
く
笑
ふ
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子
慕
予
兮
善
窈
窕

子

予
の
善
く
窈
窕
た
る
を
慕
ふ

乘
赤
豹
兮
從
文
狸

赤
豹
に
乗
り
て
文
狸
を
従
へ

辛
夷
車
兮
結
桂
旗

辛
夷
の
車
に
桂
旗
を
結
ぶ

被
石
蘭
兮
帶
杜
衡

石
蘭
を
被
り
て
杜
衡
を
帯
び

折
芳
馨
兮
遺
所
思

芳
馨
を
折
り
て
思
ふ
所
に
遺
る

（
『
楚
辞
』
巻
二
）

こ
れ
は
山
中
に
住
ま
う
神
の
姿
を
描
写
し
た
場
面
で
あ
る
が
、

そ
の
神
の
た
お
や
か
な
姿
の
こ
と
を
「
窈
窕
」
と
称
し
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
に
も
、
蘭
を
身
に
つ
け
た
人
が
相
手
に
花
を
贈
ろ
う
と

す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

第
６
句
「
徙
倚
」
は
厳
忌
「
哀
時
命
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

然
隱
憫
而
不
達
兮

然
し
て
隠
憫
し
て
達
せ
ず

獨
徙
倚
而
彷
徉

独
り
徙
倚
し
て
彷
徉
す

（
『
楚
辞
』
巻
十
四
）

王
逸
注
に
「
徙
倚
、
猶
低
佪
也
。
言
己
隱
身
山
澤
、
内
自
憫
傷

志
不
得
達
、
獨
徘
徊
徬
徉
而
遊
戲
也
。
」
（
徙
倚
は
、
猶
ほ
低
佪
の

ご
と
き
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
己

身
を
山
沢
に
隠
し
、
内

自
ら

志
の
達
す
る
を
得
ざ
る
を
憫
傷
し
、
独
り
徘
徊
徬
徉
し
て
遊
戯
す

る
な
り
。）
と
あ
る
よ
う
に
、
志
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
彷
徨

さ

ま

よ

う
こ
と
を
言
う
。

７

二
八
纔
畫
眉

８

早
識
別
離
哀

詩
題
に
も
あ
る
第
８
句
「
別
離
」
に
つ
い
て
は
、
屈
原
「
九
歌
・

少
司
命
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

悲
莫
悲
兮
生
別
離

悲
し
き
は
生
別
離
よ
り
悲
し
き
は
莫
く

樂
莫
樂
兮
新
相
知

楽
し
き
は
新
相
知
よ
り
楽
し
き
は
莫
し

（
『
楚
辞
』
巻
二
）

こ
れ
は
文
字
通
り
の
表
現
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
世
の
中

に
生
き
別
れ
よ
り
も
悲
し
い
も
の
は
な
く
、
新
た
な
出
会
い
ほ
ど

楽
し
い
も
の
は
な
い
と
い
う
。

ま
た
先
に
、
張
衡
「
四
愁
詩
」
は
序
の
説
明
に
従
え
ば
屈
原
「
離

騒
」
を
祖
型
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
「
四
愁
詩
」

も
『
楚
辞
』
の
系
統
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
漱
石

「
古
別
離
」
は
全
体
に
『
楚
辞
』
系
統
の
言
葉
が
鏤
め
ら
れ
て
い

る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
漱
石
に
と
っ
て
の
『
楚
辞
』
と
は
ど
の
よ

う
な
作
品
で
あ
る
の
か
。
冒
頭
に
引
い
た
小
宮
豊
隆
の
言
葉
に
あ

る
よ
う
に
、
漱
石
は
『
楚
辞
』
を
熟
読
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

無
い
。
も
ち
ろ
ん
幼
く
し
て
漢
籍
に
触
れ
て
い
た
漱
石
が
『
草
枕
』

執
筆
時
に
初
め
て
『
楚
辞
』
に
触
れ
た
は
ず
は
な
い
。

「
よ
ろ
し
い
。
駄
目
、
駄
目
、
駄
目
と
。
夫
で
片
付
い
た
。

―
―
僕
は
其
話
を
聞
い
て
、
実
に
驚
ろ
い
た
ね
。
そ
ん
な
所
で

君
が
ヷ
イ
オ
リ
ン
を
独
習
し
た
の
は
見
上
げ
た
も
の
だ
。
惸
独

け
い
ど
く
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に
し
て
不
群
な
り
と
『
楚
辞
』
に
あ
る
が
寒
月
君
は
全
く
明
治

の
屈
原
だ
よ
」

「
屈
原
は
い
や
で
す
よ
」

（
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』）

こ
れ
は
登
場
人
物
の
一
人
越
智
東
風
が
水
島
寒
月
を
評
し
た
言

葉
で
あ
る
が[

]

、
こ
の
「
惸
独
に
し
て
不
群
な
り
」
と
い
う
の
は

24

屈
原
「
九
章
・
抽
思
」
の
次
の
部
分
に
基
づ
く
。

倡
曰
有
鳥
自
南
兮

倡
に
曰
く

鳥
有
り

南
よ
り
す

來
集
漢
北

来
た
り
て
漢
北
に
集
ま
る

好
姱
佳
麗
兮

好
姱
佳
麗
に
し
て

か
う
く
わ

牉
獨
處
此
異
域

牉
れ
て
独
り
此
の
異
域
に
処
る

わ
か

既
惸
獨
而
不
群
兮

既
に
惸
独
に
し
て
群
せ
ず

又
無
良
媒
在
其
側

又
た
良
媒
の
其
の
側
に
在
る
無
し

（
『
楚
辞
』
巻
四
）

こ
れ
は
南
か
ら
や
っ
て
来
た
美
し
く
立
派
な
鳥
が
他
と
別
れ
て

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
住
ん
で
い
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
東
風
の
言

葉
は
茶
化
し
て
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
才
あ
る
者
が

毅
然
と
卓
立
す
る
姿
こ
そ
、
漱
石
が
屈
原
に
対
し
て
懐
い
て
い
る

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

漱
石
「
古
別
離
」
は
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
五
月
十
九

日
に
子
規
に
贈
ら
れ
た
が
、
そ
の
二
ヶ
月
前
の
三
月
二
十
日
に
は

子
規
か
ら
漱
石
に
以
下
の
よ
う
な
記
載
の
あ
る
手
紙
が
送
ら
れ
て

い
る[

]

。

25

年
始
以
來
は
全
く
寒
氣
に
惱
さ
れ
終
日
臥
褥
す
る
事
少
か

ら
ず
時
に
は
發
熱
な
ど
あ
り
全
體
に
身
體
疲
勞
致
候
た
め
ほ

と
と
ゝ
き
す
の
原
稿
思
ふ
や
う
に
書
け
ず
若
し
四
頁
以
上
の

原
稿
を
書
く
と
な
る
と
い
つ
て
も
徹
夜
致
し
、
そ
し
て
後
で

閉
口
致
す
や
う
な
次
第
に
有
之
候

前
年
の
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
、
弟
子
の
高
浜
虚
子
に

よ
っ
て
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
東
京
に
移
っ
て
発
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
の
原
稿
集
め
に
苦
労
し
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の

手
紙
で
も
漱
石
に
何
か
書
い
て
も
ら
え
な
い
か
嘆
願
し
て
い
る
。

こ
の
手
紙
の
文
章
か
ら
は
、
病
の
悪
化
に
よ
り
体
調
の
優
れ
ぬ
中
、

精
力
的
に
俳
句
の
研
究
に
力
を
注
が
ん
と
す
る
子
規
の
姿
が
垣
間

見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
子
規
に
姿
に
屈
原
を
重
ね
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

他
に
も
、
漱
石
が
同
じ
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
子
規
に

贈
っ
た
詩
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る[

]

。

26

夏
目
漱
石
「
客
中
逢
春
寄
子
規
」

１

春
風
遍
東
皋

春
風

東
皋
に
遍
く

２

門
前
碧
蕪
新

門
前

碧
蕪

新
た
な
り

３

我
懷
在
君
子

我
が
懐
ひ
は
君
子
に
在
り

お
も

４

君
子
隔
嶙
峋

君
子

嶙
峋
を
隔
つ

５

嶙
峋
不
可
跋

嶙
峋

跋
ゆ
べ
か
ら
ず

こ
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６

君
子
空
穆
忞

君
子

空
し
く
穆
忞

ぼ
く
び
ん

７

悵
望
不
可
就

悵
望
す
る
も
就
く
べ
か
ら
ず

つ

８

碧
蕪
徒
傷
神

碧
蕪

徒

ら
に
神
を
傷
ま
し
む

い
た
づ

９

憶
昔
交
遊
日

憶
ふ

昔

交
遊
の
日

共
許
管
鮑
貧

共
に
管
鮑
の
貧
を
許
す

10

斗
酒
凌
乾
坤

斗
酒

乾
坤
を
凌
ぎ

11

豪
氣
逼
星
辰

豪
気

星
辰
に
逼
る

せ
ま

12

而
今
天
一
涯

而
今

天
の
一
涯

13

索
居
負
我
眞

索
居

我
が
真
に
負
く

そ
む

14

客
土
我
問
禮

客
土

我

礼
を
問
ひ

15

舊
廬
君
賦
春

旧
廬

君

春
を
賦
す

16

二
百
余
里
別

二
百
余
里
の
別
れ

17

三
十
一
年
塵

三
十
一
年
の
塵

18

塵
纓
無
由
濯

塵
纓

濯
ふ
に
由
無
く

あ
ら

よ
し

19

徘
徊
滄
浪
津

徘
徊
す

滄
浪
の
津

20

寄
語
子
規
子

語
を
寄
す

子
規
子

21

莫
爲
官
遊
人

官
遊
の
人
と
為
る
莫
か
れ

22こ
の
詩
の
冒
頭
八
句
で
は
、
険
し
き
山
の
向
こ
う
に
い
る
「
穆

忞
」
た
る
君
子
の
姿
を
一
目
見
た
く
と
も
見
れ
ぬ
と
歎
く
。
第
６

句
「
穆
忞
」
は
『
淮
南
子
』
に
出
る
言
葉
で
、「
原
道
訓
」
に
「
穆

忞
隱
閔
、
純
德
獨
存
。
」（
穆
忞

隠
閔
と
し
て
、
純
徳

独
り
存
す
。
）

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
「
穆
忞
」
は
『
淮
南
子
』
高
誘
注
に
「
穆

忞
隱
閔
、
皆
無
形
之
類
也
。
」（
穆
忞
隠
閔
は
、
皆
無
形
の
類
な
り
。
）

と
あ
り
、
形
や
兆
し
が
無
い
こ
と
を
言
う
が
、
こ
こ
で
は
続
く
「
純

德
獨
存
」
を
意
識
し
て
、
純
粋
な
徳
を
独
り
内
に
秘
め
て
外
に
出

さ
ず
に
い
る
こ
と
を
言
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
く
「
惸
独
」

た
る
屈
原
の
姿
と
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か[

]

。

27

ま
た
最
後
の
四
句
は
よ
く
知
ら
れ
た
屈
原
「
漁
父
辞
」
を
踏
ま

え
た
表
現
で
あ
る
。

滄
浪
之
水
淸
兮

滄
浪
の
水

清
ま
ば

可
以
濯
吾
纓

以
て
吾
が
纓
を
濯
ふ
べ
し

滄
浪
之
水
濁
兮

滄
浪
の
水

濁
ら
ば

可
以
濯
吾
足

以
て
吾
が
足
を
濯
ふ
べ
し

（
『
楚
辞
』
巻
七
）

『
楚
辞
』
を
踏
ま
え
て
教
師
と
し
て
宮
仕
え
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
自
分
を
冠
の
紐
を
洗
い
た
く
と
も
洗
え
ず
、
隠
者
の
世
界
へ

の
渡
し
場
を
さ
ま
よ
う
者
と
位
置
づ
け
、
子
規
に
は
そ
う
な
っ
て

は
な
ら
な
い
と
忠
告
す
る
。
こ
の
表
現
を
見
て
も
、
子
規
を
屈
原

と
重
ね
つ
つ
、
そ
の
よ
う
に
は
振
る
舞
え
な
い
自
分
を
嘆
い
て
い

る
と
言
え
る
。

か
よ
う
に
漱
石
は
闘
病
し
つ
つ
も
志
を
失
わ
ぬ
子
規
の
姿
を
屈

原
と
重
ね
て
い
た
。
そ
の
意
識
が
詩
中
に
『
楚
辞
』
の
言
葉
を
使

わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

七

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
漱
石
「
古
別
離
」
と
『
文
選
』
の
比
較
を
行

っ
た
結
果
、
漱
石
は
『
文
選
』
の
「
雑
詩
」
類
所
収
の
詩
、
特
に
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「
古
詩
十
九
首
」
を
中
心
に
別
れ
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
、
そ
こ
か
ら
抽
出
し
た
表
現
を
中
心
に
再
構
成
し
て
「
古

別
離
」
を
作
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
れ
自
体
は
漱

石
自
身
が
「
文
選
を
一
部
購
求
帰
宅
の
上
二
三
枚
通
読
致
候
」
と

い
う
の
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
一
夜
漬
の
手

品
」
と
評
す
る
ほ
ど
簡
易
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

こ
の
よ
う
に
、『
文
選
』
を
あ
る
種
名
文
の
見
本
帳
と
し
て
、
類
書

的
に
用
い
る
読
み
方
は
、
漱
石
だ
け
で
な
く
近
代
の
日
本
人
が
漢

詩
文
を
著
す
時
の
常
套
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
本
稿
で
は
も
う
一
点
、
漱
石
「
古
別
離
」
に
は
『
楚
辞
』

に
由
来
す
る
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
こ
こ

に
は
才
を
持
ち
な
が
ら
病
に
よ
っ
て
そ
の
力
を
発
揮
で
き
ず
、
し

か
し
挫
け
ず
に
努
力
す
る
子
規
の
姿
と
、
志
を
得
ず
に
苦
し
み
つ

つ
も
挫
け
な
い
屈
原
の
姿
を
重
ね
る
漱
石
の
思
い
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。

さ
ら
に
も
う
一
点
付
け
加
え
た
い
。『
木
屑
録
』
に
収
め
ら
れ
た

若
い
頃
の
漱
石
の
漢
詩
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る[

]
。

28

夏
目
漱
石
「
『
木
屑
録
』
よ
り
十
四
首
」
其
五

鹹
氣
射
顏
顏
欲
黄

鹹
気

顔
を
射
て

顔

黄
な
ら
ん
と
欲

す

醜
容
對
鏡
易
悲
傷

醜
容

鏡
に
対
し
て
悲
傷
し
易
し

馬
齡
今
日
廿
三
歳

馬
齢

今
日

廿
三
歳

始
被
佳
人
呼
吾
郞

始
め
て
佳
人
の
吾
が
郎
と
呼
ぶ
を
被

る

こ
の
詩
の
第
４
句
は
分
か
り
に
く
い
が
、
『
木
屑
録
』
の
次
の
記

載
が
参
考
に
な
る[

]

。

29

客
舍
得
正
岡
獺
祭
之
書
。
書
中
戲
呼
余
曰
郞
君
、
自
稱
妾
。

余
失
笑
曰
、
獺
祭
諧
謔
、
一
何
至
此
也
。
輒
作
詩
酬
之
曰
、「
鹹

氣
射
顏
顏
欲
黄
、
醜
容
對
鏡
易
悲
傷
。
馬
齡
今
日
廿
三
歳
、
始

被
佳
人
呼
我
郞
。
」
（
客
舎
に
て
正
岡
獺
祭
の
書
を
得
た
り
。
書

中

戯
れ
に
余
を
呼
び
て
郎
君
と
曰
ひ
、
自
ら
妾
と
称
す
。
余

失
笑
し
て
曰
く
、「
獺
祭
の
諧
謔
、
一
に
何
ぞ
此
に
至
れ
る
や
」

と
。
輒
ち
詩
を
作
し
て
之
に
酬
ゐ
て
曰
く
、
「
鹹
気

顔
を
射
て

む
く

顔

黄
な
ら
ん
と
欲
す
、
醜
容

鏡
に
対
し
て
悲
傷
し
易
し
。

馬
齢

今
日

廿
三
歳
、
始
め
て
佳
人
の
我
が
郎
と
呼
ぶ
を
被
る
」

と
。）

何
と
子
規
か
ら
ふ
ざ
け
て
自
身
を
「
妾
」
、
漱
石
を
「
郎
君
」
と

称
す
る
手
紙
が
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
二
十
二
（
一

八
八
九
）
年
九
月
二
十
七
日
付
の
正
岡
子
規
宛
の
手
紙
で
は
、
今

度
は
漱
石
が
戯
れ
に
「
郎
君
」
と
自
称
し
、
子
規
を
「
妾
」
と
呼

ん
で
い
る[

]

。
漱
石
「
古
別
離
」
自
体
は
「
楼
上
の
思
婦
」
の
系

30

譜
を
引
く
、
女
性
の
立
場
か
ら
遠
方
の
男
性
を
思
い
や
る
と
い
う

形
式
の
詩
で
あ
り
、
そ
の
男
女
の
間
の
愛
情
が
漱
石
と
子
規
の
間

の
友
情
の
仮
託
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
こ
の
よ

う
な
若
い
頃
の
戯
れ
の
や
り
と
り
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

漱
石
「
古
別
離
」
は
か
つ
て
の
青
春
の
日
の
思
い
出
を
念
頭
に
、
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し
か
し
今
そ
の
才
あ
る
友
が
不
遇
を
託
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
会

い
た
く
と
も
会
え
ぬ
こ
と
を
歎
く
詩
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
漱
石
「
古
別
離
」
に
見
ら
れ
る
表
現
が
ど
こ
か
ら
来

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
な
ぜ

そ
の
表
現
が
選
び
取
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
再
構
成
の
方
法
に
ど
ん

な
傾
向
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ま
た
漱
石
の
漢
詩

全
体
に
於
け
る
『
文
選
』
や
『
楚
辞
』
の
影
響
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い[

]

。

31

注

[

１]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
八
）
七
七
頁
。

断
句
と
書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
。

[

２]

大
正
五
年
八
月
二
十
一
日
付
の
久
米
正
雄
・
芥
川
龍
之
介
宛
の
書
簡

（
『
定
本
漱
石
全
集
』
第
二
十
四
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
九
）
四
三
三

～
四
三
四
頁
）
に
「
僕
は
不
相
変
『
明
暗
』
を
午
前
中
書
い
て
ゐ
ま
す
。

心
持
は
苦
痛
、
快
楽
、
器
械
的
、
此
三
つ
を
か
ね
て
ゐ
ま
す
。
存
外
涼

し
い
の
が
何
よ
り
仕
合
せ
で
す
。
夫
で
も
毎
日
百
回
近
く
も
あ
ん
な
事

を
書
い
て
ゐ
る
と
大
い
に
俗
了
さ
れ
た
心
持
に
な
り
ま
す
の
で
三
四
日

前
か
ら
午
後
の
日
課
と
し
て
漢
詩
を
作
り
ま
す
。
日
に
一
つ
位
で
す
。

さ
う
し
て
七
言
律
で
す
。
中
々
出
来
ま
せ
ん
。
厭
に
な
れ
ば
す
ぐ
已
め

る
の
だ
か
ら
い
く
つ
出
来
る
か
分
り
ま
せ
ん
。」
と
あ
る
。

[

３]

小
宮
豊
隆
「
解
説
」（
『
草
枕
』

新
潮
文
庫

一
九
五
〇
）
一
五
四
頁
。

な
お
小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
藝
術
』（
岩
波
書
店

一
九
五
〇
）
九
一
頁
に

も
「
漱
石
は
『
草
枕
』
を
書
き
出
す
前
に
『
楚
辭
』
を
讀
ん
だ
と
言
つ

て
ゐ
た
だ
け
あ
つ
て
、
『
草
枕
』
の
文
章
は
、
漢
文
脈
の
勝
つ
た
、
絢

爛
無
比
の
文
章
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

[

４]

漱
石
が
初
め
て
漢
学
を
学
び
始
め
た
の
は
も
う
少
し
前
だ
っ
た
と
い

う
説
が
あ
る
。
荒
正
人
・
小
田
切
秀
雄
『
増
補
改
訂

漱
石
研
究
年
表
』

（
集
英
社

一
九
八
四
）「
明
治
十
一
年
」
の
項
「
『
正
成
論
』
を
書
く
」

（
六
四
頁
）
の
注
四
に
「
漢
学
の
初
歩
を
断
片
的
に
学
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
が
、
独
学
に
よ
る
も
の
か
漢
学
塾
に
通
っ
た
も
の
か
よ
く
分
ら

ぬ
。
こ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
普
通
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
（
石
川

忠
久
）
森
田
草
平
は
、
漱
石
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
島
崎
友
輔
（
柳

塢
）
の
父
が
浅
草
鳥
越
（
現
・
台
東
区
鳥
越
一
、
二
丁
目
）
で
、
寺
子

屋
の
よ
う
な
漢
学
塾
を
開
い
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
通
っ
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
時
期
が
何
時
頃
か
よ
く
分
ら
ぬ
が
、
小
学
校
上
級
か

卒
業
し
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。」
と
あ
る
。

[

５]

復
本
一
郎
『
正
岡
子
規
伝

―
わ
が
心
世
に
し
の
こ
ら
ば
』
（
岩
波
書

店

二
〇
二
一
）
第
一
章
「
伊
予
の
儒
者
大
原
観
山
の
孫
」
を
参
照
。

な
お
大
原
観
山
に
つ
い
て
は
、
加
藤
国
安
『
大
原
観
山
詩
集

―
子
規

の
外
祖
父
・
藩
校
生
の
日
々
』（
研
文
出
版

二
〇
二
〇
）
を
参
照
。

[

６]

『
子
規
全
集
』
第
十
巻
（
講
談
社

一
九
七
五
）
四
〇
～
四
一
頁
。

[

７]

『
子
規
全
集
』
第
八
巻
（
講
談
社

一
九
七
六
）。

[

８]

『
子
規
全
集
』
第
九
巻
（
講
談
社

一
九
七
七
）
。
断
句
と
書
き
下
し

文
は
筆
者
に
よ
る
。

[

９]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
八
）
二
五
頁
。

書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
。

[
]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
二
十
二
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
九
）
一
八
三

10
頁
。
な
お
現
在
東
北
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
漱
石
の
旧
蔵
書
群
で
あ
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る
漱
石
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
『
文
選
』
と
題
す
る
書
は
、
岡
三
郎
「
漱

石
の
漢
詩
「
古
別
離
」
と
「
雑
興
」
の
比
較
文
学
的
研
究

―
と
く
に

『
文
選
』
と
の
関
連
に
お
い
て
〔
熊
本
時
代
の
漱
石

２
〕
」
（
『
青
山
学

院
大
学
紀
要
』
二
〇

一
九
七
八
）
お
よ
び
「
東
北
大
学
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
・
漱
石
文
庫
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
（
東
北
大
学
付
属
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
三
点
が
現
存
す
る
。

・
明
・
王
象
乾
刪
訂
・
宇
都
宮
遯
菴
校
『
文
選
音
註
』

風
月
荘
左
衛
門

貞
享
四
年

・
清
・
顧
施
禎
『
昭
明
文
選
六
臣
彙
註
疏
解
』

康
煕
二
十
六
年
序

心
耕

堂
・
清
・
于
光
華
編
『
重
訂
文
選
集
評
』

金
閶
書
業
堂

乾
隆
五
十
一
年

た
だ
し
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
『
重
訂
文
選
集
評
』
は
大
正
元
年
に
橋
口

貢
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
購
入
し
た
『
文
選
』
で

は
な
い
。
残
り
二
書
の
ど
ち
ら
か
が
こ
の
時
の
も
の
か
、
或
い
は
更
に

別
の
『
文
選
』
が
存
在
し
た
の
か
は
定
め
難
い
。

[
]

『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
（
一
九
六
七
）
の
口
絵
に
「
古
別
離

失
題

11

明
治
三
十
二

長
尾
雨
山
加
筆
」
と
し
て
雨
山
が
朱
筆
を
入
れ
た
原
稿

の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
「
明
治
三
十
二
年
四
月
稿

乞
斧
正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
龍
南
會
雜
誌
』
は
「
熊
本
大

学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
」
に
よ
り
全
号
閲
覧
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

[
]

選
訳
ま
で
含
め
る
と
漱
石
の
漢
詩
の
訳
注
は
多
数
存
在
す
る
が
、
本

12
稿
で
参
考
に
し
た
も
の
を
全
訳
に
限
っ
て
挙
げ
て
お
く
。

・
松
岡
譲
『
漱
石
の
漢
詩
』

朝
日
新
聞
社

一
九
六
六

・
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻

岩
波
書
店

一
九
六
七

・
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』

岩
波
新
書

一
九
六
七

の
ち
岩
波
文
庫

二
〇
〇
二

・
飯
田
利
行
『
漱
石
詩
集
訳
』

国
書
刊
行
会

一
九
七
六

・
中
村
宏
『
漱
石
漢
詩
の
世
界
』

第
一
書
房

一
九
八
三

・
佐
古
純
一
郎
『
漱
石
詩
集
全
釈
』

二
松
学
舎
大
学
出
版
部

一
九
八
三

・
飯
田
利
行
『
新
訳
漱
石
詩
集
』

柏
書
房

一
九
九
四

・
一
海
知
義
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻

岩
波
書
店

一
九
九
五

・
興
膳
宏
新
注
『
定
本
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻

岩
波
書
店

二
〇
一
八

ま
た
注[

]

に
示
し
た
岡
氏
の
論
考
で
も
本
詩
に
つ
い
て
詳
細
に

10

検
討
さ
れ
て
い
る
。

[
]

松
岡
譲
『
漱
石
の
漢
詩
』
九
五
頁
。

13

[
]

吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』（
岩
波
文
庫
）
八
七
頁
。

14

[
]

飯
田
利
行
『
漱
石
詩
集
訳
』
一
三
六
頁
～
一
三
七
頁
。
後
年
の
『
新

15
訳
漱
石
詩
集
』
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
り
、
同
氏
『
漱
石

天
の
掟
物

語
』
（
国
書
刊
行
会

一
九
八
七
）
二
七
九
頁
～
二
八
四
頁
で
も
詳
し
く

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
塚
楠
緒
子
（
一
八
七
五
～
一
九
一
〇
）
は
佐
々

木
信
綱
に
師
事
し
た
女
性
歌
人
で
あ
り
、
漱
石
意
中
の
女
性
で
あ
っ
た

と
も
言
わ
れ
る
が
、
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
に
小
屋
保
治
と
結

ば
れ
た
。
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
の

肋
膜
炎
で
亡
く
な
っ
た
際
、
病
床
で
葬
儀
に
参
列
で
き
な
か
っ
た
漱
石

は
追
悼
の
句
を
手
向
け
て
い
る
。
原
武
哲
『
夏
目
漱
石
周
辺
人
物
事
典
』

（
笠
間
書
院

二
〇
一
四
）
参
照
。

[
]

小
坂
晋
『
漱
石
の
愛
と
文
学
』
（
講
談
社

一
九
七
四
年
）
四
五
頁
。

16

[
]

中
村
宏
『
漱
石
漢
詩
の
世
界
』
一
二
五
頁
。

17

[
]

注[
]

で
述
べ
た
と
お
り
、
漱
石
が
実
際
に
見
た
『
文
選
』
が
如
何

18

10

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
、
今
は
『
文
選
』
の
テ
キ
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ス
ト
と
し
て
『
文
選
』
景
清
胡
克
家
重
雕
宋
淳
煕
刊
本
（
中
華
書
局

一
九
七
七
）
を
使
用
す
る
。
な
お
『
楽
府
詩
集
』
巻
七
十
一
「
雑
曲
歌

辞
」
に
は
「
古
別
離
」
の
楽
府
題
が
あ
り
、
こ
の
江
淹
「
古
離
別
」
を

最
初
に
挙
げ
る
。

[
]

吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
に
「
張
衡
の
『
四
愁
の
詩
』
で
は
「
英

19
瓊
瑤
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
脚
韻
を
ふ
む
た
め
に
改
め
た
。
」
と
あ
る
。

[
]

川
合
康
三
・
富
永
一
登
・
釜
谷
武
志
・
和
田
英
信
・
浅
見
洋
二
・
緑

20
川
英
樹
『
文
選

詩
篇
』
五
（
岩
波
文
庫

二
〇
一
九
）
二
八
一
頁
に
「
本

詩
は
『
玉
台
新
詠
』
巻
九
に
も
張
衡
『
四
愁
の
詩
四
首
』
と
し
て
収
め

ら
れ
、
そ
こ
に
は
『
序
』
は
な
く
、
男
女
の
愛
情
に
ま
つ
わ
る
歌
と
し

て
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
お
そ
ら
く
本
来
は
『
玉
台
』
系

の
歌
謡
だ
っ
た
の
を
、
後
漢
前
半
を
代
表
す
る
文
人
で
あ
っ
た
張
衡
に

擬
し
、
さ
ら
に
『
序
』
を
加
え
た
も
の
だ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で

は
漱
石
は
『
文
選
』
で
張
衡
「
四
愁
詩
」
を
見
た
と
考
え
て
い
る
の
で
、

序
の
方
向
に
従
っ
て
理
解
す
る
。

[
]

「
楼
上
の
思
婦
」
に
つ
い
て
は
、
矢
嶋
美
都
子
「
楼
上
の
思
婦

―
閨

21
怨
詩
の
モ
チ
ー
フ
の
展
開
―
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
七
号

一
九
七
五
）
に
詳
し
い
。

[
]

本
稿
で
は
『
文
選
』
と
の
関
係
に
限
定
し
て
考
察
し
て
い
る
が
、
本

22
詩
に
は
『
文
選
』
以
外
に
も
類
似
表
現
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
は
第
４
句
「
千
金
琥
珀
杯
」

（
千
金

琥
珀
の
杯
）
に
つ
い
て
「
杜
甫
の
句
に
『
春
酒
の
杯
は
濃
く

し
て
琥
珀
薄
し
』」
と
言
い
、
第
十
六
句
「
奪
錦
才
」（
奪
錦
の
才
）
に

つ
い
て
「
明
の
高
啓
、
す
な
わ
ち
高
青
邱
に
、
『
慙
ず
ら
く
は
奪
錦
の

才
無
き
こ
と
を
』
と
い
う
句
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他

に
も
一
海
知
義
『
漱
石
全
集
』
注
は
第
４
句
「
千
金
琥
珀
杯
」
に
つ
い

て
「
蘇
軾
の
詩
『
皇
太
后
閣
』
六
首
（
端
午
帖
子
詞
）
の
第
二
首
に
『
万

歳
菖
蒲
の
酒
、
千
金
琥
珀
の
杯
』
。」
と
指
摘
す
る
な
ど
、
唐
代
以
降
の

詩
か
ら
も
表
現
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
た
だ
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
量

的
に
は
『
文
選
』
「
雑
詩
」
か
ら
借
り
た
表
現
が
中
心
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

[
]

『
楚
辞
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
楚
辞
補
注
』
（
中
華
書
局

一
九
八
三
）

23
を
使
用
す
る
。

[
]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
六
）
四
九
〇
頁
。

24

[
]

『
子
規
全
集
』
第
十
巻
（
講
談
社

一
九
七
五
）
四
〇
～
四
一
頁
。

25

[
]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
八
）
二
四
頁
。

26
書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
。

[
]

『
淮
南
子
』
で
「
穆
忞
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
「
隠
閔
」
と
い

27
う
言
葉
は
、
先
ほ
ど
「
徙
倚
」
で
挙
げ
た
『
楚
辞
』
「
哀
時
命
」
に
見

ら
れ
る
、『
楚
辞
』
に
隣
接
す
る
言
葉
で
あ
る
。

[
]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
八
）
一
〇
頁
。

28
書
き
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
。

[
]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
八
）
七
九
頁
。

29

[
]

『
定
本
漱
石
全
集
』
第
二
十
二
巻
（
岩
波
書
店

二
〇
一
九
）
一
〇
～

30
一
一
頁
。

[
]

漱
石
の
詩
に
見
ら
れ
る
雲
の
描
写
と
『
文
選
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

31
拙
稿
「
『
白
雲
』
と
『
孤
雲
』

―
『
眼
耳
双
忘
身
亦
亡
、
空
中
独
唱
白

雲
吟
』
句
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
坂
元
昌
樹
・
田
中
雄
次
・
西
槇
偉
・
福

澤
清
編
『
漱
石
と
世
界
文
学
』
思
文
閣

二
〇
〇
九
）
で
論
じ
た
。
ま

た
『
草
枕
』
に
見
ら
れ
る
『
文
選
』
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
中
村
宗
彦
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「
文
選
語
の
流
れ

―
『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
草
枕
』
ま
で
―
」
（
『
山

邊
道
』
第
三
三
号

天
理
大
学
国
語
国
文
学
会

一
九
八
九
）
が
あ
る
。


