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文

学

と

滑

憂

-

鉄
管
時
代
ま
で
-

釜

谷

武

志

紳戸
大
牢

西
菅
の
陸
雲
が
兄
の
陸
機
に
典
え
た
三
十
飴
通
の
書
信
に
は
､
文①

撃
の
創
作
や
受
容
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
評
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る

｡

ほ
ぼ
同
じ
頃
に
著
さ
れ
た
陸
機
の

｢文
賦
｣
が
､
深
い
思
索
に
基
づ

-
文
学
論
を
彫
藷
を
凝
ら
し
た
文
鮭
に
包
ん
で
い
る
の
と
対
照
的
に
､

肉
親
に
封
す
る
気
安
さ
も
手
侍

っ
て
か
､
陸
雲
は
よ
-
口
語
に
近
い

文
鰻
で
自
ら
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
o

｢文
賦
｣
が
完
成
さ
れ
た
形

と
し
て
の
文
学
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
､

一
連
の
書
信
は
完
成
に
い
た

る
ま
で
の
過
程
を
示
し
て
-
れ
た
も
の
'
俗
な
た
と
え
を
持
ち
出
せ

ば
､
材
料
を
い
か
に
料
理
し
て
ご
ち
そ
う
を
つ
-
る
の
か
ー
目
下
調

理
中
の
そ
の
厨
房
を
覗
か
せ
て
-
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

本
心
に
近
い
部
分
が
よ
-
多
-
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

/

そ
の
中
に
､
文
学
に
よ
っ
て
憂
さ
を
晴
ら
す
と
い
う
表
現
が
い
-

つ
か
見
え
る
｡
た
と
え
ば
､
次
の
通
-
で
あ
る
｡

1

久
し
-
復
た
文
を
作
ら
ず
､
又
た
復
た
文
章
を
観
ず
､
都ヽ

べ
て
自
ら
次
第
無
し
｡
文
章
は
既
に
自
ら
羨
む
可
-
､
且
つ
愁

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

を
解
き
菱
を
忘
る
る
も
､
但
だ
之
れ
を
作
る
こ
と
工
な
ら
ず
､

努
を
煩
わ
せ
て
力
を
棄

つ
､
故
に
久
し
く
意
を
紹

つ
耳
｡

-

愁
邑
し
て
忽
ち
復
た
文
を
作
ら
ん
と
欲
す
｡
前
を
定
め
ん

と
欲
し
､
功
夫
を
用
い
る
に
於
て
､
大
小
の
文
了
わ
る
に
随
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
､
箆
に
以
て
愁
を
解
-
0

②

-

雲
は
久
し
-
意

を

文
章
に
紹

つ
も
､
前
日
敦
-
せ
ら
る
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
由
-
て
の
後
､
文
を
作
-
て
慾
を
解
-
｡
柳
か
復
た
敷
第
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

作
-
､
篤
に
復
た
為
る
所
有
-
て
以
て
憂
を
忘
れ
ん
と
欲
す
｡

最
初
の
例
は
'
文
学
作
品
が
慕
わ
し
い
も
の
で
あ
る
ば
か
-
か
､
憂

愁
を
解
消
す
る
手
段
に
も
な
-
う
る
も
の
の
､
陸
雲
自
身
は
な
か
な

か
優
れ
た
作
品
が
作
れ
な
-
て
努
の
み
が
多
い
の
で
､
し
ば
ら
-
逮

ざ
か
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
.
愁
を
解
-
手
段
と
し
て
は
､
作
品

を
作
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
､
読
む
こ
と
も
含
む
の
か
も
し
れ
な
い
が
､

二
番
目
の
例
は
､
作
品
の
創
作
も
し
-
は
以
前
に
書
い
た
草
稿
の
推

10



敵
を
指
し
て
い
る
し
､
三
番
目
の
は
明
ら
か
に
作
る
こ
と
で
愁
を
解

こ
う
と
し
て
い
る
｡
文
筆
創
作
に
よ
っ
て
憂
愁
を
解
消
し
よ
う
と
す

る
の
は
､
現
代
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
､
さ
ほ
ど
め
ず
ら
し
-
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
､
常
時
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
｡
本

稿
で
は
､
か
か
る
考
え
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
を
､

見
て
い
き
た
い
｡

な
お
､
題
に
は

｢滑
憂
｣
と
記
し
た
が
､
陸
雲
の
例
に

｢解
愁
｣
､

｢忘
憂
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
憂
愁
の
解
消
を
意
味
す
る
表
現
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
｡
金
文
資
料
に
す
で
に

｢憂
｣

の
字
は
見
え
る
が
､

｢愁
｣
は
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
､
来
歴
と
し
て

は

｢憂
｣
の
方
が
古
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡
索
引
類
で
検
索
す
る
限

-
､
先
秦
の
文
献
で
も
た
と
え
ば

『詩
経
』
､
『尚
書
』
､
『論
語
』
､

『
孟
子
』
な
ど
に
お
い
て

｢憂
｣
の
用
例
は
あ
る
が

｢愁
｣
は
な
い

し
､
｢愁
｣
が
見
ら
れ
る

『荘
子
』
で
も
用
例
数
は
歴
倒
的
に

｢憂
｣

が
多
い
｡
｢愁
｣
は
後
に
目
的
語
を
と
も
な
っ
て
'
｢
-
-
を
愁
え
し

む
｣
と
い
-
句
形
に
な
る
こ
と
が
相
対
的
に
多
い
の
も
相
違
鮎
の
ひ

と
つ
で
あ
る
が
､
『
説
文
解
字
』
で

｢意
は
愁
な
-
｣
｢愁
は
意
な
-
｣

と
互
訓
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
､
段
玉
裁
が
古
音
で
は
同
じ
部
に

文

革

と

消

憂

(釜
谷
)

属
す
と
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
'
基
本
的
に
こ
の
南
字
を
同
義

③

に
扱

っ
た

｡

*

*

ま
ず
'
文
学
作
品
の
創
作
に
よ
る
と
い
-
限
定
を
は
ず
し
て
､
憂

愁
そ
の
も
の
､
も
し
-
は
そ
れ
を
解
滑
す
る
と
い
う
こ
と
の
例
を
､

過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
み
よ
う
｡
｢滑
憂
｣
で
わ
れ
わ
れ
が
思

い
つ
-
の
は
､
三
条
の
｢登
槙
賦
｣
の
冒
頭
-

｢鼓
の
横
に
登
-
て

汁

以
て
四
望
し
､
柳
か
日
を
噸
-
て
以
て
憂
を
鏑

さ
ん
｣
で
あ
る
｡
戦

乱
の
世
に
あ
っ
て
永
-
故
郷
を
離
れ
た
王
条
は
､
｢情
は
春
巻
と
し

て
蹄
ら
ん
こ
と
を
懐
い
､
執
か
憂
思
の
任
う
可
き
｣
と
し
て
こ
の
横

に
登
-
､
迄
か
か
な
た
故
郷
の
方
を
見
や
っ
て
'
ゆ
っ
た
-
と
し
た

時
間
を
過
ご
す
こ
と
で
､
憂
い
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
｡
だ
が
､
結
局

は

｢
心
棲
槍
と
し
て
以
て
感
襲
し
､
意
切
恒
と
し
て
慣
側
す
｡
噂
除

に
循
い
て
下
降
し
､
気
は
胸
臆
に
交
憤
す
｣
の
ご
と
-
､
憂
愁
は
消

え
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
榛
を
降
-
て
ゆ
-
｡
高
み
に
登
っ
て
文
学
作

品
を
作
ろ
う
と
す
る
の
は
､
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

｢高
き
に

升
-
て
能
-
賦
す
-
-
は
､
徳
音
有
-
と
謂
う
可
-
'
以
て
大
夫
と

為
る
可
し
｣

(『詩
経
』
定
之
方
中
の
毛
俸
)
の
考
え
の
延
長
線
上
に
位

ll
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置
す
る
｡
し
か
し
'
高
い
所

へ
登
る
こ
と
で
憂

い
を
晴
ら
そ
う
と
す

る
の
と
類
似
し
た
行
為
は
､
す
で
に

『
詩
経
』
の
詩
に
兄
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
｡

我
思
肥
泉

☆
之
永
歎

恩
須
輿
漕

我
心
悠
悠

鴛
言
出
遊

以
寓
我
憂

我
は
肥
泉
を
思
い

弦
に
之
れ
永
歎
す

須
と
漕
と
を
思
え
ば

我
が
心
は
悠
悠
た
-

駕
し
て
言
に
出
遊
し

のぞ

以
て
我
が
憂
を

寓
か
ん
と
す

(雌
風

･
｢泉
水
｣

第
四
章
)

小
序
に
よ
れ
ば
､
衛
の
園
か
ら
嫁

い
で
き
た
夫
人
が
故
国
に
里
蹄
-

し
た
い
と
思

っ
た
が
､
そ
れ
は
父
母
の
生
存
中
に
し
か
許
さ
れ
ず
､

父
母
が
死
ん
で
い
て
願
い
が
か
な
わ
ぬ
彼
女
は
こ
の
詩
を
作

っ
て
気

持
ち
を
表
し
た
と
い
う
｡
肥
泉
は
同
じ
所
か
ら
出
て
分
か
れ
て
別
の

所

へ
流
れ
て
ゆ
-
水
で

(毛
俸
)
､
こ
の
夫
人
の
境
遇
を
暗
に
示
し
て

い
よ
う
｡
故
国
衛
に
あ
る
須
と
酒
の
地
を
思
う
と
､
心
は
憂
い
に
満

ち
る
｡
そ
こ
で
馬
車
を
し
た
て
て
出
か
け
､
憂
愁
を
除
こ
-
と
す
る

の
で
あ
る
o
密
屈
し
た
胸
の
内
を
晴
ら
す
べ
-
野
外
に
出
る
の
は
､

高
み
に
登

っ
て
憂

い
を
滑
そ
う
と
す
る
の
と
共
通
項
を
も
つ
｡
水
平

方
向
と
垂
直
方
向
の
違
い
こ
そ
あ
れ
､
資
際
に
今
い
る
場
所
か
ら
離

④

脱
す
る
こ
と
で
､
現
状
の
打
開
を
囲
る
鮎
に
お
い
て

｡

衛
園
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
の
憂

い
と
い
え
ば
､
衛
風

･
｢竹
竿
｣
の

詩
も
そ
う
で
あ
る
｡
他
国
に
嫁
い
だ
も
の
の
､
夫
か
ら
は
好
適
さ
れ

ず
､
故
国
に
軒
-
た
い
と
思
う
女
の
気
持
ち
を
歌

っ
た
と
ぎ
れ
る
詩

の
第
四
章
は
､
次
の
通
-
で
あ
る
｡

浜
水
源
推

浜
の
水
は
推
准
と
な
が
れ

櫓
輯
松
舟

棺
の
棺
に
松
の
舟

駕
言
出
遊

駕
し
て
言
に
出
遊
し

以
寓
我
憂

以
て
我
が
憂
を
寓
か
ん
と
す

故
郷
の
衛
を
流
れ
る
洪
水
に
､
櫓

(柏
の
葉
で
松
の
幹
を
し
た
樹
木
)

の
権
を
つ
け
た
､
松
の
木
の
舟
が
浮
か
ぶ
｡
毛
侍
は
､
舟
と
椋
に
よ

っ
て
'
仲
の
よ
い
夫
婦
を
た
と
え
て
い
る
と
す
る
｡
そ
の
よ
う
な
衛

の
園
に
軒
-
た
い
が
締
れ
な
い
の
で
､
せ
め
て
馬
車
で
出
か
け
て
憂

愁
を
解
こ
-
と
す
る
の
で
あ
る
o
末
尾
の
二
句
は
先
の

｢泉
水
｣
の

最
後
と
同

一
の
表
現
で
あ
る
｡
毛
侍
は
､
出
遊
す
る
の
は
衛
に
向
か

-
遠
を
思

っ
て
で
あ
る
､
と
注
し
､
鄭
葦
は
､
こ
の
憂

い
を
除
-
の
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は
た
だ
締
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
で
あ
る
t
と
い
う
｡

故
国
を
思

っ

て
そ
の
方
角

へ
揖
-
道
に
車
を
走
ら
せ
'
少
し
で
も
故
郷
に
近
づ
い

て
'
憂
い
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
､
高
所
に
登
-
せ
め
て
な

-
と
も
故
郷
の
方
向
を
望
ん
で
'
憂
い
を
滑
そ
う
と
す
る
の
と
類
似

し
て
い
る
｡

『
論
語
』
逓
而
篇
に
よ
る
と
'
葉
公
か
ら
孔
子
の
人
と
な
-
を
尋

ね
ら
れ
た
が
答
え
な
か
っ
た
子
路
に
封
し
て
'
孔
子
は
な
ぜ

｢憤
-

を
讃
し
て
食
を
忘
れ
､
禁
し
ん
で
以
て
憂
を
忘
れ
､
老
の
婿
に
至
ら

ん
と
す
る
を
知
ら
ざ
る
の
み
｣
と
答
え
な
か
っ
た
の
か
'
と
言

っ
た
｡

｢栗
以
忘
憂
｣
は
､
自
分
の
熱
中
で
き
る
こ
と
を
充
分
に
禁
し
ん
で

憂
い
を
忘
れ
る
の
意
で
あ
ろ
う
が
､
思
う
に

『
論
語
』
で
は
'
｢憂
｣

は

｢禁
｣
と
封
極
に
位
置
し
て
い
て
'
仁
者
に
と
っ
て
禁
し
む
こ
と

は
大
い
に
推
奨
さ
れ
る
も
の
の
､
｢憂
｣
は
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ

っ

た
よ
う
だ
｡
あ
る
い
は
､
憂
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
な
っ
て
始
め

て
君
子
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡
｢子
日
-
､

知
者
は
惑
わ
ず
､
仁
者

は
憂
え
ず
､
勇
者
は
優
れ
ず
､

と
｣
(子
寧
篇
)
で
あ
る
し
､
｢子
日

-
､
君
子
は
憂
え
ず
憤
れ
ず
､
と
｣
(顧
淵
篇
)
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ

そ
'
顔
淵
は

｢
l
軍
の
食
､

l
瓢
の
飲
､
陣
屋
に
在
-
0
人
は
其
の

文

翠

と

滑

憂

(釜
谷
)

菱
に
堪
え
ざ
る
も
､
回
や
其
の
禦
し
み
を
改
め
ず
､
賢
な
る
か
な
回

や
｣
(薙
也
篇
)
と
'
賞
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

普
通
の
人
間
が
憂
愁
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
の
は
､
『荘
子
』

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

｢
不
知
な
れ
ば
'
人
は
我
を
失
意
と
謂

い
'
知
な
れ
ば
反

っ
て
我
が
躯
を
愁
え
し
む
｡
不
仁
な
れ
ば
則
ち
人

を
害
い
､
仁
な
れ
ば
則
ち
反
っ
て
我
が
身
を
愁
え
し
む
｡
不
義
な
れ

ば
則
ち
彼
を
傷
い
､
義
な
れ
ば
則
ち
反

っ
て
我
が
己
を
愁
え
し
む
｣

(庚
桑
楚
篇
)
と
､
知

･
仁

･
義
の
せ
い
で
か
え
っ
て
わ
が
身
が
憂
愁

に
障
る
こ
と
を
述
べ
る
の
は
､
儒
家
的
な
考
え
に
封
す
る
反
駁
を
含

む
の
だ
ろ
う
が
､
｢人
の
生
-
る
や
'
夏
と
倶
に
生
-
｡
専
者
は
幡

情
と
し
て
､
久
し
-
憂
え
て
死
せ
ず
'
何
ぞ
之
れ
苦
し
き
ゃ
｣
(至
栗

篇
)
と
､
人
間
の
一
生
が
憂
愁
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
説
-
ペ

シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
語
調
は
､
後
の

｢古
詩
十
九
首
｣
の

｢生
年
は

百
に
満
た
ざ
る
も
､
常
に
千
歳
の
憂
を
懐
-
｣
と
重
な
-
あ
う
｡

13

⑤

先
秦
の
書
物
の
中
で
憂
愁
に
ふ
れ
る
も
の
は
少
な
く
な
い
が
'
そ

の
頻
度
と
重
要
性
の
鮎
で
や
は
-
何
と
い
っ
て
も

『楚
蔚
』
に
指
を

屈
す
る
で
あ
ろ
う
｡
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背
夏
浦
而
西
思
今

哀
故
都
之
日
通

登
大
項
以
遠
望
今

朝
以
静
吾
憂
心

こ
こ
は
､
大
き
な
堤
防
に
登

⑥

を
慰
め
よ
う
と
す
る

｡

吾
婿
蕩
志
而
愉
禦
今

遵
江
夏
以
娯
憂

夏
浦
に
背
き
て
西
に
思
い

故
都
の
日
び
に
遠
ざ
か
る
を
哀
し
む

大
境
に
登
-
て
以
て
遠
望
し

柳
か
以
て
吾
が
憂
心
を
貯
ぶ

(九
華

･
｢京
都
｣
)

っ
て
造
か
都
の
方
を
望
み
'
憂

い
の
心

吾
は
渚
に
蕩
志
し
て
愉
栗
せ
ん
と
し

江
夏
に
遵
い
て
以
て
菱
を
娯
し
ま
し

む

吾
且
債
個
以
娯
憂
今

吾
は
且
-
値
個
し
て
以
て
憂
を
壊
し

ま
せ

観
商
人
之
奨
態

商
人
の
態
を
襲
ず
る
を
観
ん

(九
章

二
思
美
人
｣)

王
逸
が

｢吾
婿
蕩
志
而
愉
楽
今

｣
の
句
に
注
し
て

｢我
が
憂
愁
を
源

い
弘
-
侠
濠
す
る
な
-
｣
と
述
べ
て
い
る
よ
-
に
'
長
江
や
夏
水
の

流
れ
に
潜

っ
て
行
き
､

憂
さ
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
.

｢吾

且
債
個
以
娯
憂
今
｣
も
､
ひ
と
ま
ず
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
憂
愁
を
解
こ
う

と
す
る
こ
と
だ
ろ
-
｡
右
に
畢
げ
た
の
ほ
ほ
ん
の

一
例
で
､
同
類
の

表
現
は

『
楚
鮮
』
に
き
わ
め
て
多
い
｡
そ
も
そ
も
屈
原
が

｢
故
に
憂

愁
幽
思
し
て

『
離
騒
』
を
作
る
｡
離
騒
と
は
､
猶
お
離
憂
の
ご
と
き

な
-
｣
(『史
記
』
屈
原
貿
生
列
俸
)
と
さ
れ
る
以
上
､
屈
原
と
結
び
つ
け

て
理
解
さ
れ
る

『楚
鮮
』
に

｢憂
愁
｣
が
多
い
の
は
理
の
普
然
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

九
章

･
｢抽
思
｣
の
乳
に
次
の
よ
-
な
表
現
が
見
え
る
｡

道
思
作
頭

道
に
思
い
て
頭
を
作
-

と

柳
以
自
救
今

朝
か
以
て
自
ら
救
-

と

憂
心
不
遜

憂
心
逐
け
ず

斯
言
誰
告
今

期
の
言
誰
に
か
告
げ
ん

道
中
､
故
郷

へ
の
思
い
を
項
に
表
し
て
､
自
ら
の
心
の
結
ば
れ
を
解

こ
う
と
し
た
｡
し
か
し
憂
心
は
解
け
る
こ
と
が
な
い
｡
こ
の
言
葉
を

告
げ
る
相
手
も
い
な
い
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
頭

つ
ま
-

｢抽
思
｣
な

ど
の
作
品
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
憂
愁
を
解
滑
し
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
｡
陸
雲
の
い
う
文
学
創
作
に
よ
る
滑
憂
は
､
こ
こ
に

源
を
磯
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
確
か
に
こ
の
よ
う
な
作
品
の
創
作
が
憂
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い
の
慰
め
に
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
､
そ
れ
は
憂
い
を
言
葉
に

表
現
す
る
こ
と
で
､
そ
の
憂
い
を
共
有
す
る
人
々
の
存
在
を
確
認
す

る
と
い
う
側
面
が
あ
-
､
創
作
に
よ
っ
て
積
極
的
な
治
憂
を
圏
る
段

⑦

階
と
は
､
ま
だ
や
や
開
き
が
あ
る
｡

こ
の
他
に
､
｢欲
酌
醸
以
娯
憂
今
､
塞
騒
騒
而
不
帯
｣
(九
歎
二
速

逝
｣)
は
､
酒
に
よ
っ
て
憂
い
を
解
こ
う
と
す
る
が
解
け
な
か
っ
た
と

い
う
L
t
｢願
候
箕
以
野
憂
今
､
志
粁
琶
其
難
揮
｣

(九
歎
･
r憂
苦
｣)

は
､
楽
器
の
演
奏
に
よ
っ
て
解
こ
-
と
す
る
が
解
き
が
た
い
と
い
い
'

酒
や
書
架
が
滑
憂
の
手
段
と
し
て
撃
が
っ
て
い
る
｡
た
だ
､
九
軟
の

作
者
は
前
漢
末
の
劉
向
と
さ
れ
て
い
て
､
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
こ
れ

ら
は
む
し
ろ
漢
代
に
普
遍
的
な
考
え
か
た
の
反
映
と
い
え
よ
う
｡
な

お
､
司
馬
相
如

｢長
門
賦
｣
の
序
に

｢
(陳
皇
后
は
)
黄
金
百
斤
を
奉

じ
て
､
相
如

･
文
君
の
馬
に
酒
を
取
り
'
困
-
て
悲
愁
を
解
-
の
軒

つく

を
干
ら
し
む
｣
と
あ
-
､
陳
皇
后
の
憂
愁
を
解
-
た
め
に
､
代
わ
-

に
司
馬
相
如
が
こ
の
作
品
を
作

っ
た
こ
と
に
な
る
が
､
顧
炎
武
な
ど

が
指
摘
す
る
よ
-
に
､
こ
の
賦
は
偽
作
の
可
能
性
が
大
で
あ
る
｡
む

し
ろ
､
憂
愁
を
解
-
た
め
に
代
わ
り
に
作
品
を
作
る
と
い
う
考
え
の

出
て
-
る
時
期
が
分
か
れ
ば
､
逆
に
作
品
の
制
作
時
期
が
あ
る
程
度

文

革

と

滑

憂

(釜
谷
)

推
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡

よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
後
漢
の
文
学
に
は
憂
愁
と
関
わ
る
も

の
が
資
に
多
い
｡
張
衡

｢
四
愁
詩
｣
や
繁
欽

｢愁
思
賦
｣
は
､
題
名

に
愁
の
字
を
も
っ
て
い
る
し
､
繁
欽

｢粥
愁
賦
｣
な
ど
は
､
文
字
通

-
愁
い
を
止
め
る
賦
で
あ
る
｡
栗
府
音
節
で
も

｢何
を
以
て
か
憂
を

忘
れ
ん
､
革
を
弾
じ
て
酒
歌
せ
ん
｣
(｢善
哉
行
｣)､
｢美
酒
を
醸
し
､

肥
牛
を
英
-
､
心
に
儒
ぶ
所
を
請
い
呼
び
て
､
用
て
憂
愁
を
解
-
可

し
｣
(｢西
門
行
｣)
の
よ
う
に
､
飲
食
'
書
架
な
ど
で
憂
愁
を
解
消
し

よ
う
と
い
う
表
現
が
あ
る
.
そ
し
て
､
文
学
作
品
が
憂
愁
と
最
も
大

き
な
関
わ
-
を
も
つ
の
は
､
お
そ
ら
-

『
楚
軒
』
の
系
譜
に
つ
ら
な

る
作
品
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
｡
王
逸
が
班
園
の

『楚
鮮
』
理
解
に
反

ヽ
ヽ
ヽ

軍
し
て
で
あ
ろ
う
が
､

｢屈
原
は
忠
を
履
み
て
譜
を
被
-
､
憂
悲
愁

ヽ思
し
､
猪
-
詩
人
の
義
に
依
り
て

『離
騒
』
を
作
-
'
上
は
以
て
説

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

諌
L
t
下
は
以
て
自
慰
す
｣
(｢楚
鮮
章
句
序
｣)､

｢憂
心
煩
乱
し
､
憩

う
る
所
を
知
ら
ず
､
乃
ち

『離
騒
経
』
を
作
る
｣
(｢離
騒
経
序
｣)､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢吋
し
て
之
れ
に
問
い
'
以
て
憤
懐
を
漢
え
'
愁
忠
を
貯
濁
す
｣

(｢天

問
序
｣)
の
ご
と
-
､
作
品
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
屈
原
が
胸
中
の
憂

愁
を
解
消
し
た
t

と
述
べ
る
の
は
､

『楚
鮮
』
解
帯
の
方
向
を
決
定
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的
に
し
た
と
同
時
に
､

後
漠
か
ら
貌
晋
に
か
け
て
の
文
学
の
基
詞
を

い
っ
そ
う
鮮
明
に
し
た
と
い
え
よ
う
｡

三
園
に
な
る
と

｢滑
憂
｣
を
表
す
語
は
さ
ら
に
多
-
な
る
｡
曹
操

の

｢概
し
て
昔
に
以
て
悼
す
べ
し
､
憂
思
忘
れ
難
し
｡
何
を
以
て
菱

を
解
か
ん
､
唯
だ
杜
康
有
る
の
み
｣
(｢短
歌
行
｣)
は
酒
に
よ
っ
て
憂

い
を
解
こ
う
と
す
る
L
t
王
条
の

｢客
子
悲
傷
多
-
､
浜
下
-
て
収

む
可
か
ら
ず
｡
朝
に
誰
郡
の
界
に
入
れ
ば
､
暗
然
と
し
て
人
の
憂
を

消
す
｣
(｢従
軍
詩
｣)
は
､
憂
い
が
沿
え
た
と
い
う
表
現
で
､
誰
郡
の

統
治
者
つ
ま
-
曹
操
を
間
接
的
に
賞
賛
し
て
い
る
.
曹
益
の

｢書
疏

往
返
す
と
雄
も
､
末
だ
其
の
努
結
を
解
-
に
足
ら
ず
｣

(｢
典
質
に
輿

ぅ
る
書
｣)
は
､
書
信
の
や
-
と
-
だ
け
で
寛
際
に
顔
を
合
わ
せ
ら
れ

な
い
た
め
､
心
の
結
ば
れ
は
解
け
な
い
こ
と
を
い
い
､
同
じ
-

｢誰

か
能
-
菱
を
懐
い
て
猫
-
歎
ぜ
ざ
ら
ん
や
.
詩
を
展
べ
て
清
歌
し
柳

か
自
ら
寛
-
す
る
も
､
栗
は
往
き
京
は
来
た
-
て
肺
肝
を
推
-
｣

(｢燕
歌
行
｣)
は
､
詩
や
歌
に
よ
っ
て
ゆ
っ
た
-
く
つ
ろ
ご
う
と
す
る

が
､
か
な
わ
な
い
こ
と
を
い
う
｡
後
者
の

｢展
詩
｣
は
､
詩
を
作
る

こ
と
と
理
解
で
き
な
-
も
な
い
が
'
詩
を
諌
む
方
向
に
と
る
の
が
愛

常
で
あ
ろ
う
｡

*

*

こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
建
安
文
学
に
は

､
憂
い
を
治
す
表
現
が
少

な
-
な
い
が
､
な
か
で
も
多
い
の
が
曹
楯
で
あ
る
｡

｢絃
歌
し
て
思

あ
ら

い
を

蕩

-

も
､
誰
と
異
に
か
憂
を
鈴
き
ん
｣
(｢朔
風
詩
｣)
は
､
楽
器

や
歌
で

1
時
的
に
憂
い
を
排
う
こ
と
は
で
き
て
も
､
共
に
い
る
べ
き

人
が
い
な
い
以
上
､
根
本
的
な
治
菱
は
圏
れ
な
い
の
意
で
あ
ろ
う
｡

賦
に
目
を
韓
ず
れ
ば
､

｢風
人
の
歎
ず
る
所
を
諭
し
て
､

蓬
に
駕
し

て
言
に
出
遊
す
o
北
園
に
歩
ん
で
馳
鷲
し
､
翻
和
し
て
以
て
憂
を
解

か
ん
こ
と
を
庶
う
｡
-
-
且
-
容
輿
と
し
て
以
て
観
を
轟
-
L
t
柳

か
日
を
永
-
し
て
愁
を
忘
れ
ん
と
す
｣
(｢節
遊
賦
｣)､
｢高
騰
に
登
-

て
以
て
望
を
永
-
し
､
日
を
治
し
て
以
て
憂
を
忘
れ
ん
こ
と
を
襲
う
｣

(｢感
節
賦
｣
)

な
ど
と
あ
-
､
郊
外

へ
出
て
憂
い
を
沿
そ
う
と
す
る
鮎

で
､
王
条
の

｢登
棲
賦
｣
や

｢薙
詩
｣
と
共
通
す
る
所
が
大
で
あ
る
｡

｢東
風
人
之
所
歎
｣
は
も
ち
ろ
ん
前
に
引
い
た

『詩
経
』
の

｢泉
水
｣

な
ど
を
指
す
O
こ
う
し
た
詩
賦
の
T
節
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
-
､

憂
愁
を
テ
ー

マ
と
し
た
作
品
も
曹
権
に
は
存
在
す
る
｡

｢叙
愁
賦
｣
と
題
す
る
作
品
は
､
附
せ
ら
れ
た
序
に

｢時
に
家
に

二
女
弟
ゐ
-
､
故
の
漠
の
皇
帝
碑
し
て
以
て
貴
人
と
薦
さ
ん
と
す
｡
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家
母
は
二
弟
の
愁
思
す
る
を
見
'
故
に
予
を
し
て
賦
を
作
ら
し
b
｣

と
あ
-
､
後
漢
の
献
帝
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
憂
い
に
沈
ん
で
い
る

二
人
の
娘
を
見
た
母
が
､
兄
の
曹
権
に
こ
の
賦
を
作
ら
せ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
｡
今
に
停
わ
る
の
は
作
品
の
全
部
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
､
こ
の
賦
で
は
二
人
の
妹
が

一
人
稀
に
な
っ
て
お
-
､
曹
植
が

妹
の
立
場
に
な
っ
て
書
い
た
わ
け
だ
か
ら
､
作
品
化
す
る
こ
と
で
憂

愁
が
少
し
で
も
和
ら
ぐ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ち
な
み
に

｢長
門
賦
｣
は
､
陳
皇
后
の
憂
愁
を
解
-
た
め
に
､
代
わ

-
に
司
馬
相
知
が
作

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
｢思
い
を
秤
-
｣

と
い
う

｢揮
思
賦
｣
は
'
残
映
で
あ
る
が
､
弟
が
家
を
出
て
族
父
の

後
を
嗣
ぐ
こ
と
に
な

っ
た
の
で
'

｢心
に
歴
然
た
る
有
-
､
此
の
賦

を
作
-
て
以
て
之
れ
に
滑
る
｣

(序
)
と
い
い
､

こ
こ
は
憂
愁
で
は

な
い
が
､
賦
を
つ
-
る
こ
と
で
思
い
を
揮
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

ま
た

｢九
愁
賦
｣
は
､
そ
の

｢九
｣
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
通
-
､
自

ら
を
屈
原
に
な
ぞ
ら
え
て
半
生
を
回
顧
し
､
愁
い
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
O

さ
ら
に

｢愁
い
を
揮
-
｣
と
い
う

｢帯
愁
文
｣
は
､
｢予
｣
と

｢玄

虚
先
生
｣
と
の
仮
構
の
封
話
形
式
を
用
い
た
､
い
わ
ゆ
る
設
論
の
文

文

草

と

油

憂

(釜
谷
)

鮭
で
あ
る
6

予
は
愁
惨
を
以
て
'
路
連
に
行
吟
す
｡
形
容
枯
倖
し
､
憂
心
酔

え
る
が
如
し
｡
玄
虚
先
生
有
-
見
て
之
れ
に
聞
い
て
日
-

｢子

は
婿
た
何
を
疾
み
て
以
て
期
に
至
れ
る
か
｣
と
.
答
え
て
日
-

｢吾
が
病
め
る
所
の
者
は
'
愁
な
-
｣
と
｡
先
生
日
-

｢慾
は

走
れ
何
れ
の
物
に
し
て
'
能
-
子
を
病
ま
し
む
る
か
｣
と
｡

右
の
よ
う
に
､
屈
原
を
紡
稀
と
さ
せ
る
人
物
の
登
場
で
始
ま
-
'
そ

の

｢予
｣
を
悩
ま
せ
て
い
る
愁
に
つ
い
て
'

｢愁
の
物
為
る
や
､
惟

れ
惚
惟
れ
悦
､
召
さ
ず
し
て
自
ら
来
た
-
､
之
れ
を
推
せ
ど
も
往
か

ず
｡
之
れ
を
尋
ぬ
る
も
其
の
際
を
知
ら
ず
'
之
れ
を
握
る
も

一
掌
に

盈
ち
ず
｡
寂
寂
た
る
長
夜
､
或
い
は
群
し
或
い
は
薫
し
､
去
来
す
る

に
方
無
-
､
我
が
精
爽
を
乱
す
｡
其
の
来
た
る
や
退
き
難
-
､
其
の

去
る
や
追
い
易
し
｡
条
に
臨
ん
で
は
噴
咽
に
困
し
み
､
煩
寛
し
て
は

く
る

酸
噺
に
毒
し
む
｣
と
説
明
す
る
｡
さ
ら
に
績
け
て
､
そ
の
た
め
に
､

化
粧
し
て
も
色
つ
や
は
よ
-
な
ら
ず
､
ご
ち
そ
う
を
多
-
満

っ
て
も

太
ら
ず
'
温
熱
療
法
で
も
沿
え
ず
'
膏
薬
を
用
い
て
も
和
ら
ぐ
こ
と

な
-
'
美
人
を
見
て
も
悦
ば
ず
､
音
楽
を
聴
い
て
も
か
え
っ
て
悲
し

-
な
-
､
名
腎
も
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
｡
で
は
､
玄
虚
先
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生
は
い
か
に
虞
方
す
る
の
か
｡
先
生
の
診
断
に
よ
れ
ば
､

｢子
は
末

李
に
生
ま
れ
､
流
俗
に
沈
溺
し
｣
て
'
名
利
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
､

｢正
気
を
凋
損
し
｣
た
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
先
生
が
滑
る
の
は

｢無

為
の
薬
｣
で
あ
-

｢潅
薄
の
湯
｣
で
あ
る
.
｢萩
生
は
子
の
馬
に
養
神

の
供
を
具
え
､
老
聴
は
子
の
為
に
愛
性
の
方
を
致
さ
ん
.
道
路
に
趣

い
て
以
て
棲
逃
し
､
塵
雲
に
乗
-
て
以
て
初
期
せ
ん
｣
と
言
い
､
か

-
し
て

｢衆
恋
は
忽
然
と
し
て
､
辞
せ
ず
し
て
去
る
｣
の
で
あ
る
｡

つ
ま
-
は
道
家
の
養
生
に
よ
る
滞
愁
で
あ
る
｡
思
想
的
な
問
題
は
し

ぼ
ら
-
描
-
と
し
て
､
滑
憂
が
こ
の
こ
ろ
の
文
筆
の
大
き
な
テ
ー
マ

に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

*

*

陸
雲
が
い
-
と
こ
ろ
の
文
学
に
よ
る
滑
憂
は
､
陸
機
の
文
に
も
見

え
る
｡
｢患
思
賦
｣
の
序
で
｢予
は
屡
し
ぼ
孔
懐
の
痛
を
抱
-
に
､
奄

ち
復
た
同
生
の
姉
を
喪
い
､
他
を
衝
み
哀
傷
す
｡

一
哉
の
問
に
､
喪

と

制
便
ち
過
ぐ
'
故
に
此
の
賦
を
作
-
て
､
以
て
惨
側
の
感
を
好
-
｣

と
い
う
の
は
'
｢放
心思
賦
｣
を
作
る
こ
と
で
姉
の
死
を
悼
む
気
持
ち

を
解
こ
-
と
し
て
い
る
｡
た
だ
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
滑
憂
の
例
は
､

あ
-
ま
で
も
憂
愁
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
作
る
こ
と
で
､
そ
の
憂

愁
を
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
作
品
の
内
容
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
､
書
-
こ
と
が
滑
憂
に
つ
な
が
る
と
す
る
の
は
､
や
は
-
陸
雲

の
書
信
に
始
ま
る
の
で
あ
ろ
-
か
｡
そ
し
て
陸
機
の

｢文
賦
｣
の
一

節
に

｢伊
れ
鼓
の
事
の
栗
し
む
可
き
は
､
固
よ
-
聖
賢
の
飲
む
所
な

-
｣
と
､
古
来
の
聖
賢
が
文
学
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
の
栗
し
み
を

重
蔵
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
､
創
作
の
楽
し
み
に
言
及
す
る

鮎
で
､
陸
雲
の

｢作
文
解
愁
｣
な
ど
の
説
と
共
通
す
る
と
､
た
と
え

⑧

ば
鏡
鍾
書
氏
は
指
摘
す
る

O

両
者
が
同
じ
意
味
あ
い
で
使
わ
れ
て
い

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
､
若
干
議
論
の
飴
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
､
西
晋
の
こ
の
時
期
に
､
創
作
に
よ
っ
て
憂
愁
を
解
こ
う
と
い
う

積
極
的
な
考
え
が
贋
が
っ
て
い
た
こ
と
は
､
想
像
に
難
-
な
い
｡

そ
の
背
景
に
は
'
右
に
見
て
き
た
よ
-
に
､
『楚
軒
』
の
受
容
に

代
表
さ
れ
る
漢
代
以
降
の
憂
愁
の
文
学
の
系
譜
が
指
摘
さ
れ
よ
う
｡

左
芥
が
晋
の
武
帝
の

｢詔
を
受
け
て
愁
思
の
文
を
作
る
に
､
困
-
て

『離
思
賦
』
を
馬
｣
(『晋
書
』
后
妃
俸
上
)
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
､
潜

時
は
悲
愁
の
情
を
楽
し
む
こ
と
を
よ
し
と
す
る
美
的
感
情
が
か
な
-

⑨

鹿
が
っ
て
い
た

､

と
い
わ
れ
る
が
､
お
そ
ら
-
そ
れ
は
音
に
な
っ
て

か
ら
で
は
な
-
後
漢
か
ら
連
綿
と
績
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
憂
愁
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を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
書
い
て
憂
愁
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
は
､

明
ら
か
な
記
速
に
限

っ
た
だ
け
で
も
､
後
漠
以
降
多
-
見
ら
れ
る
｡

文
人
た
ち
は
そ
う
し
て
憂
い
を
解
い
て
き
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'

そ
れ
を
明
確
に
意
識
す
る
の
は
観
音
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ

う
｡

『
詩
経
』
泉
水
の
詩
は
､
憂
い
を
解
-
べ
-
郊
外
に
行

っ
た
の

だ
が
､
そ
れ
で
も
な
お
解
け
な
か
っ
た
か
ら
'
そ
の
思
い
を
詩
で
表

現
し
た
わ
け
で
､
結
果
と
し
て
詩
の
制
作
が
滑
憂
に
少
し
は
致
用
が

あ

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
作
品
の
制
作
で
沿
憂
し
て

い
る
こ
と
と
､
そ
の
意
義
を
認
識
す
る
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
｡

銭
鍾
書
氏
は
先
に
引
用
し
た
所
で
､
曹
権
の

｢
丁
数
薩
に
輿
う
る

書
｣
の

｢故
に
興
に
乗
じ
て
書
を
為
る
.
欣
び
を
含
ん
で
筆
を
乗
-
､

大
い
に
笑

っ
て
辞
を
吐
-
､
亦
た
歓
び
の
極
み
な
-
｣
を
引
か
れ
る
｡

書
信
の
や
り
と
-
で
相
手
と
の
封
話
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か

ら
､
相
手
が
誰
で
も
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
は
な
-
､
あ
る
特
定
の
相

手
を
想
定
し
な
け
れ
ば
楽
し
み
に
は
な
ら
な
い
が
､
そ
の
前
提
の
も

と
で
い
う
と
､
こ
れ
も
鹿
い
意
味
で
書
-
こ
と
に
よ
っ
て
楽
し
ん
で

い
る
こ
と
に
な
る
｡

陸
雲
以
降
､
た
と
え
ば

『
文
心
碓
龍
』
の
養
気
簾
で
､
精
神
を
使

文

革

と

洞

憂

(釜
谷
)

う
こ
と
に
つ
い
て
は
少
し
ふ
れ
る
が
､
そ
れ
は
よ
い
作
品
を
書
-
に

は
精
神
を
す
-
減
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
で
あ

っ
て
､
文

学
に
よ
っ
て
心
の
結
ば
れ
を
解
こ
う
と
い
う
説
は
見
ら
れ
な
い
｡
こ

れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
に
わ
か
に
結
論
は
出
せ
な
い
が
､
書
信
と

論
者
と
い
う
違
い
も

一
つ
に
は
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡
親
し
い
相
手
を
讃
み
手
と
す
る
書
信
で
あ
れ
ば
こ
そ
､
か
な
-

本
音
に
ふ
み
こ
ん
だ
内
容
も
記
す
こ
と
が
で
き
る
｡
｢伊
故
事
之
可

柴
｣
と
文
学
創
作
の
禁
し
み
に
言
及
し
た
陸
機
の

｢文
賦
｣
は
む
ろ

ん
書
信
で
は
な
い
が
､
こ
れ
は
や
や
抽
象
的
な
表
現
で
あ
-
､
片
や

曹
櫓
の

｢
丁
敬
薩
に
興
う
る
書
｣
か
ら
は
具
鰹
的
に
､
書
-
こ
と
の

喜
び
が
俸
わ
っ
て
-
る
で
は
な
い
か
｡
鏡
氏
は
ま
た
何
蓮

『
春
措
紀

聞
』
奄
六
の
｢東
城
事
寛
｣
を
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
｢先
生
嘗
て
劉
景

文
と
朱
子
と
に
謂
い
て
日
-

『
某
し
平
生
快
意
の
事
無
き
も
'
惟
だ

文
章
を
作
る
｡
意
の
到
る
析
あ
れ
ば
､
則
ち
筆
力
曲
折
L
t
意
を
壷

-
さ
ざ
る
無
し
』
と
｡
自
ら
謂
え
ら
-
､
世
間
の
禁
事
に
此
れ
を
除

ゆ
る
者
無
し
､

と
｣
｡
末
代
の
考
え
と
同
日
に
談
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
に
し
て
も
､
蘇
東
城
が
口
頭
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
う
し

た
問
題
は
よ
-
日
常
性
の
強
い
場
に
お
い
て
披
渡
さ
れ
や
す
い
の
で
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は
な
い
か
｡
そ
う
だ
と
す
れ
ば
'
文
学
創
作
に
よ

っ
て
憂

い
を
解
滑

す
る
と
い
う
問
題
は
､
記
録
さ
れ
る
機
合
が
少
な
い
だ
け
で
､
も

っ

と
庶
-
人

々
が
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
｡

注
①

拙
稿
｢
陸
雲
『
兄
へ
の
書
簡
』
-

そ
の
文
学
論
的
考
察
I

｣
(『
中

開
文
筆
報
』
第
二
十
八
射
'

1
九
七
七
年
)
'
佐
藤
利
行

｢
二
陸
の
文

章
観
｣
(『
日
本
中
国
学
合
報
』
第
三
十
七
集
'
1
九
八
五
年
)'
同

『
陸

雲
研
究
』
(自
帝
政
'

一
九
九
〇
年
)
な
ど
を
参
照
｡

④

｢
意
｣
を

『
陸
士
龍
文
集
』
は

｢
普
｣
に
作
る
が
'
張
浦
本
に
従
っ

た
｡

④

悪
は
憂
の
本
字
で
あ
る
｡
こ
の
他
に
も

｢
哲
｣
｢
帽
｣
｢
息
｣
な
ど
類

義
の
字
は
多
-
あ
る
が
､
必
ず
し
も
考
察
の
封
象
に
は
入
れ
て
い
な
い
｡

④

王
粂

｢
登
模
賦
｣
は
高
み
に
登
っ
て
憂
い
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
が
､

同
じ
王
条
の

｢
薙
詩
｣
で
は

｢
日
暮
れ
て
西
園
に
遊
び
'
憂
思
の
情
を

寓
か
ん
こ
と
を
巽
う
｣
の
よ
う
に
水
平
方
向
の
移
動
で
憂
愁
を
取
-
除

こ
う
と
す
る
｡
な
お
'
李
商
陰
の
人
口
に
胎
焚
し
た
詩

｢
楽
遊
原
｣
の

｢
向
晩
意
不
適
'
駆
車
登
青
原
｣
も
'
晴
れ
な
い
心
ゆ
え
に
郊
外
に
出

か
け
'
そ
し
て
高
み
に
登
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
'
基
本
的
に
は
同
じ
構

造
で
あ
ろ
う
｡

⑤

『
左
侍
』
昭
公
二
十
八
年
に
'
魂
子
が
伯
叔
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
'

｢
唯
だ
食
の
み
憂
を
忘
る
｣
と
い
う
諺
を
載
せ
て
い
る
｡
こ
れ
は
積
極

的
な
滑
憂
の
手
段
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
結
果
と
し
て
食
事
中

は
し
ば
し
憂
愁
を
忘
れ
る
こ
と
を
い
う
｡

㊥

こ
れ
も
王
粂

｢
登
填
賦
｣
の
冒
頭
部
分
の
先
縦
と
み
な
す
べ
き
で
あ

ろ
う
｡

6
)

｢
こ
の
定
式
は
'
墾
能
老
た
ち
が
育
て
た
初
歩
的
な
文
学
理
論
と
言

う
よ
-
も
'
よ
-
廉
い
人
間
関
係
の
中
で
の
自
己
の
位
置
づ
け
の
意
味

を
考
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｣
(小
南

一
郎

『
楚
辞
』'
筑

摩
書
房
t

l
九
七
三
年
､

T
九

一
頁
).

㊥

『
管
錐
編
』
(中
華
書
局
'

1
九
七
九
年
)

二

九
二
頁
O

④

壬
逓
願

･
楊
明

『
貌
晋
南
北
朝
文
学
批
評
史
』
(上
海
古
籍
出
版
社
t

l
九
八
九
年
)

二

二
頁
｡

な
お

『
後
漢
書
』
五
行
志

一
に
'
桓
帝
の
元
嘉
年
間

(
一
五
一
-

一

五
二
)'
都
の
女
性
の
間
で

｢
愁
眉
｣
や
｢
帝
粧
｣
な
ど
の
憂
愁
を
表
現

な
ら

し
た
化
粧
が
流
行
し
､
｢
京
都
は
毅
然
と
L
t
諸
夏
は
皆
な
放

故

｣
っ

た
と
あ
る
｡
こ
う
し
た
社
食
の
好
筒
と
文
学
と
の
関
係
も
'
鹿
野
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

20


