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は　

じ　

め　

に

雨
洗
東
坡
月
色
淸　
　

雨
は
東
坡
を
洗
っ
て　

月
色　

淸
し

市
人
行
盡
野
人
行　
　

市
人　

行
き
盡
し
て　

野
人　

行
く

莫
嫌
犖
确
坡
頭
路　
　

犖ら
く

确か
く

た
る
坡
頭
の
路
を
嫌
う
こ
と
莫
し

自
愛
鏗
然
曳
杖
聲　
　

自
ら
愛
す　

鏗こ
う

然ぜ
ん

た
る
杖
を
曳
く
聲
を

　

蘇
軾
が
自
ら
東
坡
と
號
し
た
の
は
、
黄
州
に
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
東
坡
」
と
題
さ
れ
た
絶
句
は
、
決
し
て
平
坦
で
は
な
い
流
謫

の
地
黄
州
の
暮
ら
し
の
な
か
で
コ
ツ
コ
ツ
と
杖
を
響
か
せ
て
歩
む
己

れ
の
姿
を
映
し
出
し
、
そ
れ
を
愛
お
し
む
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。

「
東
坡
」
と
號
し
て
後
の
「
東
坡
」
と
題
す
る
作
品
な
ら
ば
、
そ
こ

に
自
ら
の
生
き
ざ
ま
を
象
徴
的
に
刻
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

先
に
結
論
を
言
う
よ
う
だ
が
、
こ
の
杖
聲
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

人
の
營
み
が
直
に
傳
わ
っ
て
く
る
音
を
、
た
だ
詩
を
彩
る
音
の
風
景

と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
心
情
に
密
接
に
關
わ
る
も
の
と
し
て
詩

に
描
き
出
し
た
の
が
蘇
軾
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
常
の
音
を
詩
材
と

し
て
活
か
し
た
南
宋
の
陸
游
な
ど
の
先
驅
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
で
は
、
蘇
軾
は
な
ぜ
日
常
の
音
を
詩
人
と
し
て
の
耳
で
捉

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
を
蘇
軾
獨
自
の
感
性
と
言
い
放
つ

こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
知
事
を
歴
任
し
順
風
滿
帆
の
よ
う
に
見
え
た

蘇
軾
が
、
筆
禍
の
罪
に
よ
り
死
を
覺
悟
し
て
向
か
っ
た
黄
州
に
お
い

て
の
日
々
が
、
詩
人
と
し
て
の
感
性
を
さ
ら
に
鋭
敏
に
し
た
こ
と
も

そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
蘇
軾
が
黄
州
流
謫
期
に
、
音
樂
に

つ
い
て
思
索
を
深
め
、
そ
れ
を
作
品
に
昇
華
さ
せ
た
こ
と
、
と
り
わ

け
「
前
赤
壁
の
賦
」
の
洞
簫
の
描
寫
が
そ
の
結
晶
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
蘇
軾
が
不
遇
の
な
か
に
あ
っ
て
音
や
そ

の
意
味
に
つ
い
て
ひ
た
む
き
に
思
考
し
、
そ
れ
を
作
品
に
愉
し
ん
で

表
わ
す
境
地
に
到
っ
た
ゆ
え
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
詩

人
の
強
靭
で
し
な
や
か
な
心
の
あ
り
よ
う
を
見
て
取
れ
る
。

①

②
③

④

蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音

中　
　
　

 

純　
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

　

だ
が
、
そ
の
思
考
は
決
し
て
孤
獨
裏
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
蘇
軾
の
傍
ら
に
あ
っ
て
七
絃
琴
を
奏
で
る
崔
閑
や
洞
簫
の
名

手
で
あ
る
道
士
楊
世
昌
、
七
絃
琴
に
ま
つ
わ
る
話
を
語
れ
る
相
手
と

し
て
の
陳
慥
の
存
在
は
、
蘇
軾
の
創
作
意
欲
を
高
め
て
く
れ
た
。
ま

た
唱
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
詞
作
品
の
數
々
は
、
人
か
ら
乞
わ

れ
て
爲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
黄
州
で
の
音
樂
に
ま
つ
わ
る
作
品
に

は
、
新
生
を
め
ざ
す
詩
人
が
、
流
謫
地
に
お
い
て
、
人
と
の
交
流
を

通
し
て
思
考
を
深
め
、
作
品
を
完
成
さ
せ
て
い
く
、
ひ
と
つ
の
姿
が

映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
た
な
生
に
目
覺
め
る
蘇
軾
の
触
角

は
、
音
樂
だ
け
で
な
く
冒
頭
の
詩
に
み
え
る
よ
う
に
日
常
の
音
に
も

さ
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
樂
器
や
歌
舞
な

ど
の
樂
音
と
は
異
な
り
、
泉
の
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
な
自
然
の
生
み
出

す
音
と
も
違
う
、
人
々
と
の
關
わ
り
を
滲
ま
せ
た
暮
ら
し
の
營
み
が

聞
こ
え
て
く
る
。
蘇
軾
に
と
っ
て
日
常
の
音
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
の
か
、
小
論
で
は
そ
こ
に
耳
を
澄
ま
し
て
み
た
い
。

一　

音
に
込
め
ら
れ
た
心
の
響
き

　

冒
頭
の
詩
に
詠
じ
ら
れ
た
杖
は
、
黄
州
に
到
着
し
た
元
豐
三
年

（
一
〇
八
〇
）
の
八
月
、
柳
真
齡
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
鐵
拄
杖　

幷
び
に
序
」（『
合
注
』
卷
二
十
）
の
序
に
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

柳
真
齡　

字
は
安
期
、
閩
の
人
な
り
。
家
に
一
の
鐵
拄
杖
を
寶

と
す
、
楖
栗
木
の
如
く
し
て
、
牙
節
宛
轉
た
り
、
天
成　

中う
ち

空う
つ
ろ

に
し
て
簧
有
り
、
行
け
ば
輒
ち
微か
す
か

に
響
く
。
柳
云
う
、
之

を
浙
中
に
得
た
り
、
相
傳
う
る
に
王
審
知
以
て
錢せ

ん

鏐り
ゆ
う

に
遺お
く

る
、

鏐
以
て
一
僧
に
賜
う
、
と
。
柳
偶た

ま

た
ま
之
を
得
て
、
以
て
余
に

遺
る
、
此
の
詩
を
作
り
て
之
を
謝
す
。

（
柳
真
齡
字
安
期
、
閩
人
也
。
家
寶
一
鐵
拄
杖
、
如
楖
栗
木
、
牙
節
宛

轉
、
天
成
中
空
有
簧
、
行
輒
微
響
。
柳
云
、
得
之
浙
中
、
相
傳
王
審
知

以
遺
錢
鏐
、
鏐
以
賜
一
僧
。
柳
偶
得
之
、
以
遺
余
、
作
此
詩
謝
之
）

　

こ
の
杖
は
五
代
に
閩
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
王
審
知
か
ら
初
代
呉
越
王

と
な
っ
た
錢
鏐
へ
、
そ
し
て
錢
鏐
か
ら
一
僧
侶
が
も
ら
い
受
け
、
そ

れ
を
柳
家
が
家
寶
と
し
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
序
文
に
見
え
る
よ

う
に
、
鐵
製
の
杖
は
、
節
々
が
牙
の
よ
う
に
な
っ
て
曲
が
っ
て
お
り
、

⑤
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自
然
に
中
が
空
洞
に
な
っ
て
い
て
、
杖
を
つ
く
と
わ
ず
か
に
音
が
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
樂
器
笙
の
リ
ー
ド
に
見
立
て
「
簧
」
と
言
っ

て
い
る
。
そ
の
音
に
つ
い
て
詩
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

柳
公
手
中
黑
虵
滑　
　

柳
公
の
手
中　

黑
虵
滑な

め

ら
か
な
り

千
年
老
根
生
乳
節　
　

千
年
の
老
根　

乳
節
を
生
ず

忽
聞
鏗
然
爪
甲
聲　
　

忽
ち
鏗
然
た
る
爪
甲
の
聲
を
聞
き
て

四
坐
驚
顧
知
是
鐵　
　

四
坐
驚
顧
し
て　

是
れ
鐵
な
る
こ
と
を

知
る

含
簧
腹
中
細
泉
語　
　

簧
を
含
む
腹
中
に　

細
泉　

語
る

迸
火
石
上
飛
星
裂　
　

火
を
迸ほ

と
ば

し
む
る
石
上
に　

飛
星
裂
く

　

こ
の
杖
は
、
黒
蛇
の
よ
う
に
滑
ら
か
な
感
触
で
、
老
木
の
根
と
形

容
さ
れ
る
よ
う
に
プ
ク
プ
ク
と
し
た
こ
ぶ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
つ

こ
つ
と
い
う
堅
い
音
を
聞
い
て
、
み
な
が
驚
き
顧
み
、
鐵
製
で
あ
る

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
杜
甫
「
桃
竹
杖
の
引　

章
留
後
に

贈
る
」
詩
（『
杜
詩
詳
注
』
卷
一
二
）
に
み
え
る
「
我
が
老
病
を
憐
れ

み
兩
茎
を
贈
る
、
出
入
せ
る
爪
甲　

鏗
と
し
て
聲
有
り
（
憐
我
老
病

贈
兩
茎
、
出
入
爪
甲
鏗
有
聲
）」
の
句
を
襲
っ
て
い
る
。
杜
甫
の
句
は
、

ご
つ
ご
つ
し
た
杖
の
形
状
を
、
出
入
り
す
る
爪
甲
と
し
て
、
そ
の
頑

丈
さ
を
音
で
表
し
た
の
に
對
し
て
、
蘇
軾
の
句
は
、
さ
ら
に
そ
の
場

に
同
坐
す
る
人
々
に
聞
き
耳
を
立
て
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
杖
の
音

を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
。
音
に
よ
っ
て
、
ま
わ
り
の
者
が
鐵
製
と

氣
づ
き
、
慌
て
て
振
り
返
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
杖
が
さ
ら
に

特
別
な
音
を
た
て
る
の
は
、
そ
の
内
に
自
然
に
生
じ
た
笙
の
リ
ー
ド

の
よ
う
な
も
の
に
よ
る
。
こ
れ
が
小
さ
な
泉
の
せ
せ
ら
ぐ
よ
う
な
音

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
鐵
製
ゆ
え
に
そ
の
杖
を
つ
い

て
石
の
上
を
行
く
と
火
が
迸
る
よ
う
だ
と
視
覺
的
表
現
へ
と
轉
じ
て

い
く
。
鐵
製
の
杖
の
た
て
る
音
に
こ
れ
だ
け
神
經
を
集
中
さ
せ
る
こ

と
自
體
、
蘇
軾
が
こ
の
杖
の
音
に
關
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。

　

蘇
軾
が
こ
の
鐵
の
杖
を
特
別
に
大
切
に
し
た
こ
と
は
、
翌
元
豐
四

年
（
一
〇
八
一
）
に
、
蘇
軾
の
理
解
者
で
あ
り
、
蘇
軾
が
獄
に
下
さ

れ
た
時
に
も
辯
明
を
し
て
く
れ
た
恩
人
と
も
い
え
る
、
當
時
齡
七
十

五
歳
の
張
方
平
に
そ
の
杖
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。

「
樂
全
先
生
が
生
日
に
鐵
拄
杖
を
以
て
壽
と
爲
す　

二
首
」（『
合

⑥

⑦

⑧
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

注
』
卷
二
一
）
の
そ
の
二
に
「
二
年
相
伴
い
て　

影　

身
に
隨
う
、

踏
遍
す　

江
湖
草
木
の
春
、
石
を
擿
く
舊
痕　

猶
お
眼
を
作
す
、
門

を
閉
じ
て
髙
節　

鱗
を
生
ぜ
ん
と
欲
す
、
畏
塗　

自
ら
衛
っ
て
真
に

敵
無
し
、
捷
徑　

先
を
爭
う
と
き
は
却
っ
て
人
を
累わ

ず
ら

わ
す
（
二
年

相
伴
影
隨
身
、
踏
遍
江
湖
草
木
春
、
擿
石
舊
痕
猶
作
眼
、
閉
門
髙
節
欲
生
鱗
、

畏
塗
自
衛
真
無
敵
、
捷
徑
爭
先
却
累
人
）」
と
、
蘇
軾
が
こ
の
杖
と
と
も

に
過
ご
し
た
二
年
の
間
、
江
湖
の
自
然
を
散
策
す
る
際
に
は
影
が
身

に
隨
う
よ
う
に
杖
が
あ
り
、
石
の
上
を
行
け
ば
杖
の
痕
が
ま
る
で
眼

の
よ
う
に
殘
っ
て
い
て
、
置
い
て
お
く
と
杖
か
ら
鱗
が
生
じ
る
よ
う

で
あ
る
、
と
生
き
物
の
よ
う
に
描
寫
し
て
い
る
。
さ
ら
に
困
難
な
道

に
お
い
て
は
こ
れ
ほ
ど
心
強
い
味
方
は
な
い
と
絶
贊
し
、
た
だ
そ
の

重
さ
ゆ
え
に
先
を
爭
う
よ
う
に
道
を
行
く
と
き
に
は
か
え
っ
て
邪
魔

に
な
る
と
い
う
。
そ
の
杖
を
樂
全
先
生
こ
と
、
張
方
平
に
プ
レ
ゼ
ン

ト
す
る
蘇
軾
は
、
そ
の
効
用
と
し
て
、「
懷
に
入
る
氷
雪　

秋
思
を

生
じ
、
壁
に
倚
る
蛟
龍　

晝
眠
を
護
る
、
遥
か
に
想
う　

人
天
の
方

丈
に
會
す
る
を
、
衆
中　

驚
倒
せ
ん　

野
狐
の
禪
（
入
懷
氷
雪
生
秋

思
、
倚
壁
蛟
龍
護
晝
眠
、
遥
想
人
天
會
方
丈
、
衆
中
驚
倒
野
狐
禪
）」（
同
上　

そ
の
一
）
と
い
う
。
張
方
平
が
こ
の
杖
を
手
に
す
れ
ば
、
鐵
の
冷
氣

が
懷
に
入
っ
て
氷
雪
の
よ
う
で
秋
の
思
い
を
生
じ
、
こ
の
杖
を
壁
に

立
て
か
け
て
お
け
ば
晝
寝
の
際
に
も
龍
が
護
っ
て
く
れ
る
よ
う
で
、

方
丈
の
室
中
に
衆
生
と
會
す
る
折
に
は
、
そ
の
衆
の
で
た
ら
め
な
禪

を
驚
倒
す
る
力
を
も
つ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
蘇
軾
が
そ
の
杖
を
所
有
し
て
感
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
は
黄
州
の
地
を
離
れ
て
か
ら
す
ぐ
の
元
豐
八
年
に
「
常
州

の
太
平
寺
の
法
華
院
の
薝
蔔
亭
に
醉
い
て
題
す
」（『
合
注
』
卷
二

五
）
の
絶
句
に
「
六
花
の
薝
蔔
は
林
間
の
佛
、
九
節
の
菖
蒲
は
石
上

の
仙
、
何
ぞ
似し

か
ん
東
坡
が
鐵
拄
杖
の
、
一
時
に
野
狐
の
禪
を
驚
散

せ
し
む
る
に
（
六
花
薝
蔔
林
間
佛
、
九
節
菖
蒲
石
上
仙
、
何
似
東
坡
鐵
拄

杖
、
一
時
驚
散
野
狐
禪
）」
と
、
す
で
に
こ
の
時
手
放
し
た
は
ず
の
鐵

拄
杖
の
持
つ
力
を
誇
ら
し
げ
に
詠
じ
て
い
る
。
野
狐
の
禪
と
は
、
奇

妙
な
見
解
で
人
を
誤
ら
せ
る
邪
禪
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
杖
の

音
が
野
狐
を
驚
散
さ
せ
る
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
な
い
力
を
備
え

て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
追
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
元
豐
四
年
に
は
張
方
平

に
贈
っ
て
手
元
に
は
無
い
鐵
拄
杖
に
つ
い
て
、
拙
論
の
冒
頭
で
引
い

た
元
豐
五
年
の
「
東
坡
」
と
題
し
た
絶
句
で
と
り
あ
げ
た
と
考
え
ら

⑨

⑩

⑪
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れ
る
。
先
に
見
た
「
畏
塗　

自
ら
衛
っ
て
真
に
敵
無
し
」
の
「
畏

塗
」
に
は
「
東
坡
」
に
い
う
「
犖
确
た
る
坡
頭
の
路
」
の
苦
難
の
生

活
を
象
徴
す
る
語
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
杖
は
五

代
の
閩
王
・
呉
越
王
が
所
有
し
た
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
特
に
贈
ら
れ
た
蘇
軾
は
、
そ
の
杖
と
と
も
に
黄
州
の
最
初
の
苦
難

の
歳
月
を
乘
り
越
え
た
。
さ
ら
に
そ
の
杖
は
尊
い
理
解
者
で
あ
る
張

方
平
と
蘇
軾
を
繫
ぐ
も
の
と
も
な
っ
た
。「
東
坡
」
で
、「
自
ら
愛
す　

鏗
然
た
る
杖
を
曳
く
聲
を
」
と
詠
じ
て
い
た
の
は
、
辛
苦
の
途
に
あ

っ
た
自
ら
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
た
人
へ
想
い
を
杖
に
込
め
て
、
そ
の

力
に
よ
っ
て
乘
り
越
え
た
黄
州
で
の
日
々
を
総
括
し
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　

杖
の
音
の
描
寫
へ
の
關
心
は
、
例
え
ば
熙
寧
八
年
（
一
〇
七
五
）、

文
同
（
字
は
與
可
）
が
洋
州
（
陝
西
省
漢
中
市
洋
県
）
の
公
舎
の
庭
園

の
各
處
に
題
す
る
か
た
ち
で
五
言
の
連
作
を
な
し
、
そ
れ
に
唱
和
す

る
形
で
作
ら
れ
た
蘇
軾
「
文
與
可
が
「
洋
川
の
園
池　

三
十
首
」
に

和
す
」（『
合
注
』
卷
一
四
）
の
第
一
首
「
湖
橋
」
に
も
伺
え
る
。
そ

こ
に
は
「
橋
下
の
龜
魚　

晩く

れ
に
無
數
、
君
が
杖
を
拄つ

い
て
橋
を
過

ぐ
る
聲
を
識
る
（
橋
下
龜
魚
晩
無
數
、
識
君
拄
杖
過
橋
聲
）」
と
魚
や
龜

が
文
同
の
杖
の
音
に
聞
き
耳
を
た
て
て
待
つ
さ
ま
が
詠
じ
ら
れ
て
い

る
。
現
存
す
る
文
同
の
原
詩
に
も
、
蘇
軾
の
他
に
唱
和
し
た
鮮
于

侁
・
蘇
轍
の
ど
の
作
品
に
も
詠
じ
ら
れ
て
い
な
い
庭
園
の
橋
に
響
く

杖
の
音
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
同
の
日
常
の
一
コ
マ
が
音
を
風
景
と
し

て
活
寫
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
比
較
し
て
み
る
と
、

黄
州
で
の
杖
の
聲
に
は
、
た
だ
の
音
の
風
景
と
し
て
で
は
な
い
、
己

に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
人
を
支
え
と
し
て
、
蘇
軾
自
身
が
苦
し
い
道

程
を
乘
り
越
え
て
い
っ
た
、
そ
の
心
の
あ
り
よ
う
が
反
映
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
で
は
ほ
か
に
も
黄
州
に
お
け
る
蘇
軾
の
暮
ら
し
に
密

接
に
關
わ
る
音
を
見
て
み
よ
う
。

　

「
南
堂
五
首
」
其
の
三
（『
合
注
』
卷
二
二
）

他
時
夜
雨
困
移
牀　
　

他
時
夜
雨
に　

牀
を
移
す
に
困
し
む

坐
厭
愁
聲
点
客
腸　
　

坐
し
て
厭
う　

愁
聲
の
客
腸
に
㸃
ず
る

を

一
聽
南
堂
新
瓦
響　
　

一
た
び　

南
堂　

新
瓦
の
響
き
を
聽
け

ば

似
聞
東
塢
小
荷
香　
　

東
塢
小
荷
の
香か
ん
ば

し
き
を
聞
く
に
似
た
り

⑫
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

　

黄
州
に
て
流
謫
の
身
で
あ
る
蘇
軾
の
住
居
は
、
雨
漏
り
が
ひ
ど
い

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
蘇
軾
は
、
そ
の
雨
に
は
ほ
と
ほ
と
ま
い
っ
て
い

た
。
こ
の
た
び
新
た
に
南
堂
を
瓦
で
ふ
き
た
て
た
そ
の
上
に
雨
が
降

る
音
は
、
東
塢
の
荷
葉
に
雨
が
降
っ
て
そ
れ
が
芳
し
く
香
る
の
に
似

て
い
る
と
す
る
。
聽
覺
と
臭
覺
を
か
ら
ま
せ
て
表
現
し
、
音
と
香
り

に
よ
っ
て
そ
の
雰
囲
氣
が
擴
が
る
世
界
を
作
り
だ
し
て
い
る
。
新
し

い
瓦
の
上
に
雨
が
降
る
音
、
そ
れ
は
歡
び
の
響
き
と
し
て
、
雨
を
受

け
て
香
る
荷
葉
の
香
り
と
と
も
に
詩
に
溢
れ
て
い
る
。「
新
瓦
の
響

き
」
と
い
う
言
葉
は
、「
愁
聲
」
と
表
現
さ
れ
た
雨
音
と
は
鮮
明
な

對
比
を
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
門
出
を
も
意
味
し
て
い
る
。

こ
れ
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
今
年
又
た
雨
に
苦
し
む
、
兩
月
秋

の
ご
と
く
蕭
瑟
た
り
（
今
年
又
苦
雨
、
兩
月
秋
蕭
瑟
）」（「
寒
食
雨
」
二

首　

其
の
一
『
合
注
』
卷
二
一
）
と
苦
し
め
ら
れ
た
黄
州
の
雨
の
音
で

あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
き
、
そ
れ
を
温
か
な
も
の
と
し
て
描
出
で

き
る
新
た
な
力
を
詩
人
が
得
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
の
は
、
黄
州
に
來
て
四
年
目
と
な
る
元
豐

六
年
の
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
南
堂
は
蘇
軾
が
居
住
し
て
い
た
臨

皐
亭
の
南
に
作
ら
れ
、
そ
の
建
築
に
は
蔡
景
繁
（
蔡
承
禧
）
と
い
う

人
物
が
盡
力
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
流
謫
の
地
で
他
人
の
力
に
助
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
對
す
る
感
謝
の
想
い
も
そ
の
響
き
に
込
め
ら
れ

て
い
よ
う
。「
新
瓦
の
響
き
」
は
單
な
る
雨
音
を
、
人
の
温
か
な
營

み
の
響
き
に
詠
み
な
し
て
お
り
、
そ
こ
に
蘇
軾
の
心
の
歡
び
が
聞
こ

え
て
く
る
。

　

さ
ら
に
元
豐
六
年
の
秋
、「
初
秋
に
子
由
に
寄
す
」
詩
（『
合
注
』

卷
二
二
）
に
も
蘇
軾
が
流
刑
に
な
っ
た
と
き
に
連
座
し
て
筠
州
に
左

遷
さ
れ
た
弟
蘇
轍
に
對
し
て
贈
る
詩
を
、
以
下
の
よ
う
な
言
葉
で
し

め
く
く
っ
て
い
る
。

買
田
秋
巳
議　
　

田
を
買
う
こ
と　

秋　

已
に
議
せ
り

築
室
春
當
成　
　

室い
え

を
築
か
ば　

春　

當
に
成
る
べ
し

雪
堂
風
雨
夜　
　

雪
堂　

風
雨
の
夜

已
作
對
牀
聲　
　

已
に
對
牀
の
聲
を
作な

す

　

蘇
軾
・
蘇
轍
の
兄
弟
が
、
將
來
ふ
た
り
で
過
ご
す
理
想
の
境
地
と

し
て
「
夜
雨
對
牀
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
た
こ
と
は

加
納
留
美
子
氏
の
論
稿
に
詳
し
い
。
そ
れ
は
蘇
氏
兄
弟
の
親
密
さ
を

⑬
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象
徴
す
る
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
蘇
軾
は
、
自
ら
の
筆
禍
の
罪
に

よ
っ
て
、
も
う
弟
と
會
え
な
い
と
考
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し

い
ま
田
地
を
購
入
し
家
を
築
き
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

そ
ん
な
彼
の
耳
に
聞
こ
え
て
き
た
の
が
、
雪
堂
の
夜
の
風
雨
の
音
で

あ
っ
た
。
弟
と
の
再
會
を
心
待
ち
に
し
、
そ
の
と
き
聞
く
べ
き
音
は

す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
詩
を
結
ぶ
。
期
待
感
を
含
ん
だ

「
對
牀
の
聲
」
の
響
き
が
、
こ
の
詩
全
體
を
包
み
込
む
よ
う
で
あ
る
。

　

自
ら
の
生
活
を
彩
る
極
め
て
身
近
な
音
を
も
っ
て
、
自
身
の
心
の

あ
り
よ
う
を
巧
み
に
表
し
、
そ
の
響
き
を
詩
全
體
に
し
み
わ
た
ら
せ

る
。
黄
州
の
「
杖
を
曳
く
聲
」「
新
瓦
の
響
き
」「
對
牀
の
聲
」
は
、

黄
州
以
前
の
作
品
に
も
み
え
た
日
常
の
音
へ
の
蘇
軾
の
感
性
に
よ
っ

て
表
出
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
黄
州
で
捉
え
ら
れ
た
こ

れ
ら
の
表
現
を
見
て
み
る
と
、
黄
州
に
流
謫
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
の

自
分
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
、
二
年
の
苦
難
を
と
も
に
し
、
さ
ら
に
恩

人
と
繫
が
る
鐵
の
杖
を
愛
し
む
感
情
、
雨
の
漏
ら
な
い
新
た
な
住
ま

い
を
持
つ
こ
と
へ
の
歡
び
、
弟
蘇
轍
と
語
り
あ
う
日
が
來
る
こ
と
を

待
ち
わ
び
る
期
待
感
、
そ
こ
に
は
不
遇
な
時
期
に
物
心
兩
面
で
自
分

を
支
え
て
く
れ
た
人
々
へ
の
溢
れ
る
想
い
が
傳
わ
っ
て
く
る
。
そ
の

境
遇
ゆ
え
に
、「
杖
を
曳
く
聲
」「
新
瓦
の
響
き
」「
對
牀
の
聲
」
と

い
う
、
な
に
げ
な
い
日
常
の
音
は
蘇
軾
自
身
に
と
っ
て
深
遠
な
意
味

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
音
の
風
景
で
は
な

く
、
そ
の
音
が
詩
全
體
を
包
み
こ
ん
で
、
蘇
軾
の
心
の
あ
り
よ
う
を

ダ
イ
レ
ク
ト
に
響
か
せ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
の
背
後
に
は
そ

の
音
を
共
有
す
る
大
切
な
人
々
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二　

現
実
世
界
へ
と
つ
な
ぐ
音

　

蘇
軾
に
は
音
に
よ
っ
て
人
の
營
み
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
詩

が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
熙
寧
六
年
（
一
〇
七
三
）
に
臨
安
縣
の
西
に

あ
る
寺
院
で
の
作
で
あ
る
「
海
會
寺
に
宿
す
」
詩
（『
合
注
』
卷
十
）

で
、
寺
に
宿
泊
し
、
夜
が
明
け
て
い
く
様
子
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し

て
詩
を
閉
じ
る
。

倒
牀
鼻
息
四
鄰
驚　
　

牀
に
倒
れ
て　

鼻
息　

四
鄰　

驚
く

紞
如
五
鼓
天
未
明　
　

紞た
ん

如じ
ょ

た
る
五
鼓　

天　

未
だ
明あ

け
ず

木
魚
呼
粥
亮
且
淸　
　

木
魚　

粥
を
呼
び　

亮
と
し
て
且
つ
淸

し

⑯
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日
常
の
音
（
中
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不
聞
人
聲
聞
履
聲　
　

人
聲
を
聞
か
ず　

履
聲
を
聞
く

　

夜
が
ま
だ
明
け
や
ら
ぬ
な
か
、
ま
わ
り
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
の
自
ら

の
鼾
の
音
、
夜
の
時
を
刻
む
太
鼓
の
音
、
僧
侶
た
ち
を
朝
の
粥
に
呼

ぶ
木
魚
の
淸
々
し
い
響
き
、
話
し
聲
を
た
て
ず
に
集
ま
っ
て
く
る
僧

侶
た
ち
の
履
音
、
詩
は
寺
の
生
活
音
を
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
描
い

て
、
こ
れ
か
ら
活
動
が
始
ま
る
と
い
う
海
會
寺
の
朝
の
氣
配
を
軽
や

か
に
映
し
出
し
、
音
に
よ
っ
て
朝
の
現
実
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

　

一
つ
の
風
景
と
し
て
の
生
活
の
音
は
、
自
ら
を
夜
の
夢
想
か
ら
現

實
へ
と
立
ち
返
ら
せ
る
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
黄
州
へ
流
謫

と
な
る
前
年
元
豐
二
年
（
一
〇
七
九
）
の
次
の
詩
に
は
、
そ
れ
が
鮮

や
か
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　

「
舟
中
に
夜
起
く
」（『
合
注
』
卷
十
八
）

微
風
蕭
蕭
吹
菰
蒲　
　

微
風　

蕭
蕭
と
し
て　

菰
・
蒲
を
吹
き

開
門
看
雨
月
滿
湖　
　

門
を
開
い
て
雨
か
と
看み

れ
ば　

月　

湖

に
滿
つ

舟
人
水
鳥
兩
同
夢　
　

舟
人　

水
鳥　

兩
つ
な
が
ら
夢
を
同
じ

く
し

大
魚
驚
竄
如
奔
狐　
　

大
魚　

驚
き
竄の

が

れ
て
奔
狐
の
如
し

夜
深
人
物
不
相
管　
　

夜
深ふ

け
て　

人
と
物
と
相
管か
ん

せ
ず

我
獨
形
影
相
嬉
娛　
　

我
獨
り　

形
影　

相
嬉き

娛ご

す

暗
潮
生
渚
弔
寒
蚓　
　

暗
潮　

渚
に
生
じ
て　

寒
蚓
を
弔
い

落
月
挂
柳
看
懸
蛛　
　

落
月　

柳
に
挂
っ
て　

懸
蛛
を
看
る

此
生
忽
忽
憂
患
裏　
　

此
の
生　

忽
忽
た
り　

憂
患
の
裏

淸
境
過
眼
能
須
臾　
　

淸
境　

眼
を
過
ぐ　

能
く
須
臾
な
ら
ん

や

鷄
鳴
鐘
動
百
鳥
散　
　

鷄
鳴
き　

鐘
動
い
て　

百
鳥
は
散
じ

船
頭
擊
鼓
還
相
呼　
　

船
頭
に
鼓
を
撃
っ
て
還
た
相
呼
ぶ

　

夜
の
暗
闇
に
風
が
そ
っ
と
菰ま

こ
も

や
蒲が
ま

に
吹
き
付
け
る
。
そ
の
音
が

ま
る
で
雨
が
降
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
、
扉
を
開
け
て
み
る
と
、

月
光
が
水
面
に
降
り
注
い
で
い
た
。
ま
ず
聽
覺
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

た
世
界
か
ら
、
こ
の
作
品
は
始
ま
る
。
菰
や
蒲
が
風
に
そ
よ
ぐ
音
は

夜
の
湖
面
の
音
と
し
て
蘇
軾
が
注
意
を
向
け
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の

詩
は
、
夜
の
音
の
世
界
か
ら
は
じ
ま
り
、
夜
更
け
の
潮
が
闇
の
な
か

⑰
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に
滿
ち
て
く
る
の
が
、
ミ
ミ
ズ
が
弔
い
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

寒
々
と
し
た
聲
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
月
が
柳
に
か
か
っ
て
い
る
さ
ま

が
、
ま
る
で
ク
モ
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
よ

う
に
比
喩
で
き
る
靜
か
な
空
間
、
舟
人
も
水
鳥
も
眠
り
こ
け
て
い
る

な
か
、
大
き
な
魚
が
あ
わ
て
て
逃
げ
る
狐
の
よ
う
に
急
に
音
を
た
て

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
靜
け
さ
は
よ
り
際
立
つ
。
ま
わ
り
の
人
も

物
も
ま
っ
た
く
自
分
に
關
わ
ら
な
い
夜
更
け
に
、
蘇
軾
ひ
と
り
が
覺

醒
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
此
の
生　

忽
忽
た
り　

憂
患
の
裏
、

淸
境　

眼
を
過
ぐ　

能
く
須
臾
な
ら
ん
や
」
と
、
こ
の
眼
前
の
淸
ら

か
な
境
地
も
一
瞬
さ
え
も
留
ま
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
生
の
悲
哀

を
述
べ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
二
句
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
現
實
世
界

へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
川
合
康
三
氏
は
以
下
の
よ
う

に
讀
み
解
か
れ
た
。

鶏
鳴
、
曉
鐘
と
い
う
音
に
續
い
て
一
齊
に
飛
び
立
つ
鳥
の
動
き
、

そ
う
し
た
夜
明
け
の
し
る
し
に
續
い
て
舟
の
上
で
も
出
帆
を
告

げ
る
太
鼓
や
呼
び
聲
が
に
ぎ
や
か
に
起
こ
る
。
こ
の
二
句
に
は

刺
激
的
な
音
聲
が
集
中
し
て
い
る
。
夜
の
靜
寂
か
ら
一
氣
に
朝

の
喧
噪
へ
と
轉
換
す
る
の
で
あ
る
。
眠
れ
ぬ
夜
か
ら
始
ま
っ
た

詩
が
朝
の
到
來
と
出
發
の
活
動
で
し
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
は

大
き
な
意
味
が
あ
る
。
眠
り
こ
け
て
い
た
は
ず
の
「
舟
人
」
も

「
水
鳥
」
も
活
動
を
始
め
る
。「
淸
境
」
は
消
失
し
、
詩
人
は

朝
を
迎
え
て
現
實
の
場
に
否
応
な
く
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
へ
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
蘇
軾
の
詩
は
初
め
て

完
結
す
る
。
現
實
と
は
異
な
る
世
界
に
遊
び
な
が
ら
も
、
現
實

を
遮
斷
せ
ず
、
日
常
の
喧
噪
に
そ
の
ま
ま
連
續
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
蘇
軾
の
詩
の
特
質
が
あ
る
。

　

川
合
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
最
後
の
二
句
に
は
刺
激
的
な
音
が
集

中
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
蘇
軾
の
詩
の
特
質
と
氏
が
指
摘
さ
れ
る

「
日
常
の
喧
噪
に
そ
の
ま
ま
連
續
し
て
い
る
」
表
現
は
、
小
論
で
述

べ
て
い
く
よ
う
に
、
黄
州
の
作
品
に
も
活
か
さ
れ
る
。
日
常
の
音
の

描
寫
に
よ
っ
て
、
心
の
世
界
の
闇
に
沈
潜
し
か
け
た
自
ら
を
、
現
實

の
空
間
へ
と
立
ち
返
ら
せ
る
。
黄
州
で
と
り
わ
け
成
熟
し
た
と
さ
れ

る
詞
の
な
か
に
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。
江
邊
に
身
を
置
く
自
ら
の
姿

を
映
し
出
す
次
の
作
品
は
、
元
豐
五
年
に
制
作
さ
れ
た
。
蘇
軾
は
酔

⑱

⑲

⑳
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

い
心
地
で
、
真
夜
中
に
、
長
江
沿
い
の
我
が
家
で
あ
る
臨
皐
亭
へ
と

歸
っ
て
く
る
。

　

「
臨
江
仙
」

夜
飲
東
坡
醒
復
醉　
　

夜　

東
坡
に
飲
み
て　

醒
め
て
復
た
醉

う

歸
來
髣
髴
三
更　
　
　

歸
り
來
れ
ば　

髣ほ
う

髴ふ
つ

と
し
て
三
更
な
り

家
童
鼻
息
已
雷
鳴　
　

家
童
の
鼻
息　

已
に
雷
の
ご
と
く
鳴
り

敲
門
都
不
應　
　
　
　

門
を
敲た

た

け
ど
も　

都み

な
應こ
た

え
ず

倚
杖
聽
江
聲　
　
　
　

杖
に
倚
り
て　

江か
わ

聲お
と

を
聽
く

長
恨
此
身
非
我
有　
　

長つ
ね

に
恨
む　

此
の
身
の
我
が
有
に
非
ざ

る
を

何
時
忘
却
營
營　
　
　

何
れ
の
時
か　

營
營
た
る
を
忘
却
せ
ん

夜
闌
風
靜
縠
紋
平　
　

夜
闌
け　

風
は
靜
か
に
し
て　

縠
紋
平

ら
か
な
り

小
舟
從
此
逝　
　
　
　

小
舟　

此こ
こ

從よ

り
逝
き
て

江
海
寄
餘
生　
　
　
　

江
海
に
餘
生
を
寄
せ
ん

　

こ
れ
は
前
闋
・
後
闋
同
形
の
雙
調
の
詞
で
あ
る
。
後
闋
に
つ
い
て
、

山
本
和
義
氏
は
「
現
實
の
世
が
遠
い
存
在
に
思
わ
れ
て
く
る
。
東
坡

の
心
に
は
一
つ
の
願
望
が
ふ
く
ら
む
。
…
…
小
さ
な
舟
に
身
を
託
し

て
、
こ
の
ま
ま
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
い
た
い
。
は
ろ
ば
ろ
と
廣
が
る

長
江
や
大
海
に
、
我
が
殘の

こ

ん
の
日
々
を
あ
ず
け
て
さ
ま
よ
い
た
い
」

と
、
靜
謐
の
な
か
で
自
ら
を
凝
視
し
、
長
江
の
ほ
と
り
に
立
ち
つ
く

す
蘇
軾
の
た
ゆ
と
う
こ
こ
ろ
を
讀
み
取
ら
れ
た
。「
前
赤
壁
の
賦
」

に
つ
な
が
る
想
念
が
こ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
そ
の
後
闋
を
導
く
前
闋
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と

く
に
ひ
た
ひ
た
と
流
れ
る
江
聲
に
耳
を
傾
け
て
思
索
す
る
蘇
軾
が
、

そ
の
直
前
に
耳
に
し
た
「
家
童
の
鼻
息　

已
に
雷
の
ご
と
く
鳴
り
」

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
詞
の
基
調
と
な
る
靜
け
さ
の
前
に
は
、

け
た
た
ま
し
い
鼾
が
響
い
て
い
た
。
そ
の
極
め
て
人
間
臭
い
日
常
の

音
が
な
ぜ
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
長
江
の
水
音
を

聞
き
な
が
ら
、
我
が
身
を
自
由
に
で
き
な
い
こ
と
を
恨
め
し
く
思
い
、

小
さ
な
舟
に
身
を
託
し
て
こ
の
ま
ま
遠
く
へ
い
っ
て
し
ま
い
た
い
と

詠
じ
る
蘇
軾
を
現
実
に
繫
ぎ
と
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
家
童

の
鼾
音
は
、
視
點
を
転
換
し
て
日
常
に
立
ち
返
ら
せ
て
く
れ
る
も
の

㉑
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で
あ
っ
た
ろ
う
。
江
聲
に
耳
を
傾
け
る
蘇
軾
に
は
す
で
に
聞
こ
え
な

く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
作
品
で
は
家
童
の
鼾
が
ど

こ
か
で
響
い
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
如
何
な
る
こ
と
を
吐
露
し
て
も
、

日
常
と
切
り
離
さ
れ
な
い
平
常
心
を
も
つ
蘇
軾
の
姿
を
わ
れ
わ
れ
は

讀
み
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鼾
を
非
日
常

の
言
葉
を
盡
く
し
て
大
げ
さ
に
描
き
あ
げ
た
韓
愈
と
は
違
い
、
蘇
軾

は
そ
れ
を
愛
お
し
む
べ
き
日
常
の
音
と
し
て
作
品
に
挿
入
し
て
い
る

よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鼾
の
主
で
あ
る
家
童
に
つ
い
て
は
、
元

豐
四
年
の
「
東
坡
八
首
」
そ
の
二
（『
合
注
』
卷
二
一
）
に
「
家
童　

枯
草
を
焼
き
、
走
っ
て
報
ず　

暗
井
出
づ　

と
（
家
童
焼
枯
草
、
走
報

暗
井
出
）」
と
、
蘇
軾
の
黄
州
の
生
活
を
助
け
て
く
れ
る
身
近
な
者

と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
家
童
も
蘇
軾
の
日
常
生
活
を

形
作
る
者
で
あ
り
、
そ
の
鼾
は
微
笑
ま
し
い
生
活
の
一
面
と
し
て
敢

え
て
こ
こ
に
添
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
す
る
と
靜
け
さ
の
な

か
で
寂
寞
感
の
渦
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
、
鼾
の
音
に

よ
っ
て
日
常
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
長
江
の
流
れ
を
聞
き
な
が
ら
一
人

佇
む
靜
寂
の
描
寫
の
前
に
、
鼾
音
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

日
常
音
を
効
果
的
に
用
い
る
蘇
軾
の
意
圖
が
感
じ
ら
れ
る
。
雷
鳴
の

ご
と
き
鼾
は
蘇
軾
を
し
っ
か
り
と
現
實
世
界
に
つ
な
ぎ
と
め
る
役
割

を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
見
た
黄
州
に
來
る
前
年

に
作
ら
れ
た
「
舟
中
に
夜
起
く
」
詩
の
「
日
常
の
喧
噪
に
そ
の
ま
ま

連
續
し
て
い
る
」
蘇
軾
の
詩
の
特
質
が
活
か
さ
れ
た
詞
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
た
だ
先
の
詩
の
音
が
蘇
軾
自
身
と
は
直
接
に
深
く
關
わ
ら

な
い
風
景
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、
こ
こ
で
の
音
は
よ
り
密
接
に
蘇

軾
の
日
常
に
通
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
江
聲
だ
け
が
聞
こ
え
る
よ
う
な

靜
寂
と
割
れ
ん
ば
か
り
の
鼾
音
と
い
う
相
容
れ
な
い
も
の
を
結
合
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
真
摯
な
心
情
の
吐
露
で
あ
っ
た
は
ず
の
作
品
に

滑
稽
味
を
も
滲
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
晩
年
近
く
に
海
南

島
に
流
罪
に
な
っ
た
と
き
日
常
の
音
を
詠
じ
た
作
品
に
も
活
か
さ
れ

る
こ
と
は
後
に
述
べ
た
い
。

　

こ
の
詞
に
關
し
て
は
、
さ
ら
に
逸
話
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
葉
夢
得

『
避
暑
録
話
』
上
卷
に
み
え
る
も
の
で
、
こ
の
詞
が
作
ら
れ
た
翌
日

に
は
蘇
軾
が
黄
州
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
噂
が
た
っ
て
、
黄

州
刺
史
の
徐
君
猷
が
罪
人
を
失
っ
た
か
と
驚
き
心
配
し
て
急
ぎ
や
っ

て
き
て
み
る
と
、
蘇
軾
は
雷
の
よ
う
な
鼾
で
寝
て
い
た
と
い
う
。
蘇

軾
が
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
詞
が
作
り
だ
し
た
幻
想
だ
と
す
れ

㉒

㉓
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

ば
、
現
実
は
蘇
軾
の
鼾
音
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
避
暑

録
話
』
が
記
し
た
雷
の
よ
う
な
蘇
軾
の
鼾
は
、
詞
の
な
か
で
現
実
世

界
に
蘇
軾
を
繫
ぎ
と
め
た
家
童
の
そ
れ
と
重
ね
ら
れ
る
。
雷
鳴
の
よ

う
な
鼾
音
は
、
蘇
軾
が
意
圖
し
て
挿
入
し
た
日
常
の
音
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

三　

黄
州
鼓
角
の
多
情

　

黄
州
の
蘇
軾
が
日
常
の
音
を
單
な
る
風
景
と
し
て
で
は
な
く
、

人
々
へ
の
想
い
を
表
出
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
い
た
こ
と
、
孤
獨

の
世
界
に
沈
潜
し
て
然
る
べ
き
靜
寂
の
な
か
で
、
日
常
世
界
に
自
ら

を
し
っ
か
り
と
繫
ぎ
と
め
る
た
め
に
鼾
音
を
挿
入
し
た
こ
と
な
ど
、

黄
州
で
の
日
常
の
音
の
描
寫
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
は
日
常
の
音
を

詩
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
作
品
に
つ
い
て
、
蘇
軾
が
そ
こ
に
何
を
表

現
し
た
の
か
を
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　

元
豐
七
年
、
あ
し
か
け
五
年
の
歳
月
を
過
ご
し
た
黄
州
を
あ
と
に

し
た
蘇
軾
は
、
武
昌
に
て
次
の
よ
う
に
詠
じ
た
。

　

「
江
を
過わ

た

り
て　

夜　

武
昌
の
山
を
行
き
、
黄
州
の
鼓
角
を

聞
く
」（『
合
注
』
卷
二
三
）

淸
風
弄
水
月
銜
山　
　

淸
風　

水
を
弄
し　

月
は
山
を
銜ふ
く

む

幽
人
夜
渡
吳
王
峴　
　

幽
人　

夜
渡
る　

吳
王
の
峴
を

黄
州
鼓
角
亦
多
情　
　

黄
州
の
鼓
角
も　

亦
た
多
情
な
り

送
我
南
來
不
辭
遠　
　

我
を
送
っ
て
南
に
來
た
り　

遠
き
を
辭

せ
ず

江
南
又
聞
出
塞
曲　
　

江
南　

又
た
聞
く　

出
塞
の
曲

半
雜
江
聲
作
悲
健　
　

半
ば
は
江
聲
を
雜
え
て
悲
健
を
作な

せ
り

誰
言
萬
方
聲
一
槩　
　

誰
か
言
う　

萬
方　

聲
は
一
槩
な
り
と

鼉
憤
龍
愁
爲
余
變　
　

鼉
は
憤
り　

龍
は
愁
え
て　

余
が
爲た

め

に

變
ず

我
記
江
邊
枯
柳
樹　
　

我
は
記
す　

江
邊
の
枯
柳
の
樹
を

未
死
相
逢
真
識
面　
　

未
だ
死
せ
ず
し
て　

相
逢
わ
ば　

真
に

面
を
識
ら
ん

他
年
一
葉
泝
江
來　
　

他
年　

一
葉
に
て　

江
を
泝
っ
て
來
た

ら
ば

還
吹
此
曲
相
迎
餞　
　

還
た
此
の
曲
を
吹
い
て
相
迎
え
餞
せ
よ
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主
題
で
あ
る
「
鼓
角
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

な
ぜ
そ
れ
が
日
常
の
音
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
先
ず
考
え
て
み
た
い
。

蘇
軾
に
は
元
豐
元
年
（
一
〇
七
八
）
徐
州
で
「
十
里
の
長
亭　

鼓
角

を
聞
き
、
一
川
の
秀
色　

花
柳
明
ら
か
な
ら
ん
（
十
里
長
亭
聞
鼓
角
、

一
川
秀
色
明
花
柳
）」
と
述
べ
た
作
品
（「
送
孔
郎
中
赴
陝
郊
」『
合
注
』

卷
一
六
）
が
あ
る
。
十
里
ご
と
の
宿
場
宿
場
の
あ
い
だ
に
、
衛
兵
が

鳴
ら
す
太
鼓
や
角
笛
の
に
ぎ
や
か
な
音
が
つ
づ
い
て
い
る
と
い
う
聽

覺
的
な
詩
句
と
、
谷
あ
い
の
花
や
柳
の
色
が
あ
ざ
や
か
と
い
う
視
覺

的
な
詩
句
を
配
置
し
て
、
孔
宗
翰
の
陝
州
知
事
と
し
て
の
旅
立
ち
を

送
っ
た
も
の
だ
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
熙
寧
六
年
（
一
〇
七
三
）
杭

州
通
判
の
任
に
あ
っ
た
と
き
も
「
臥
し
て
使
君
の
鼓
角
を
鳴
ら
す
を

聽
き
、
試
み
に
穉
子
を
呼
ん
で
冠
巾
を
整
え
し
む
（
臥
聽
使
君
鳴
鼓

角
、
試
呼
穉
子
整
冠
巾
）」
と
あ
り
、
寝
た
ま
ま
で
聽
く
知
事
の
衛
兵

の
太
鼓
や
角
笛
の
音
が
描
か
れ
て
い
る
（「
正
月
二
十
一
日
病
後
述
古

邀
往
城
外
尋
春
」『
合
注
』
卷
九
）。
黄
州
流
謫
以
前
に
お
い
て
自
ら
も

密
州
・
徐
州
・
湖
州
の
知
事
と
な
っ
た
經
驗
を
も
ち
、
あ
る
い
は
通

判
な
ど
知
事
に
近
い
役
職
に
も
あ
っ
た
蘇
軾
に
と
っ
て
は
、
鼓
角
は

平
生
に
耳
に
す
る
日
常
の
音
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
知
事
に
關

わ
る
音
と
し
て
鼓
角
を
捉
え
て
み
る
と
、
こ
の
と
き
黄
州
知
事
と
し

て
元
豐
三
年
か
ら
元
豐
六
年
の
間
に
蘇
軾
を
支
え
、
そ
の
交
流
が
蘇

軾
の
黄
州
で
の
生
活
を
有
意
義
な
も
の
に
變
え
て
く
れ
た
黄
州
知
事

徐
君
猷
の
こ
と
を
想
い
、
黄
州
鼓
角
の
音
に
よ
っ
て
彼
と
の
日
々
の

一
コ
マ
一
コ
マ
を
も
脳
裏
に
描
き
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
黄
州
の
鼓
角
が
蘇
軾
に
好
意
を
示
し
て
わ
ざ
わ
ざ
武
昌
ま

で
見
送
っ
て
く
れ
る
と
い
う
、
そ
の
詩
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
武

昌
は
、
黄
州
よ
り
南
に
位
置
し
て
お
り
、
蘇
軾
が
た
び
た
び
出
向
い

て
友
と
語
ら
っ
た
想
い
出
深
い
場
所
で
あ
る
。
淸
ら
か
な
風
が
川
面

に
吹
き
、
月
が
山
に
か
か
る
、「
淸
風
弄
水
」「
月
銜
山
」
と
い
う
最

初
の
表
現
か
ら
し
て
「
弄
ぶ
」「
銜
む
」
の
主
語
を
風
と
月
と
捉
え

れ
ば
、
自
然
が
主
體
性
を
も
っ
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る

よ
う
で
あ
る
。「
吳
王
の
峴
山
」
は
武
昌
の
西
の
山
で
あ
り
、「
幽

人
」
つ
ま
り
流
謫
の
身
で
あ
っ
た
蘇
軾
が
渡
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
黄

州
の
町
か
ら
鼓
角
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
黄
州
の
鼓
角
も
亦
た

多
情
」
と
い
う
表
現
は
、
黄
州
の
人
の
よ
う
に
「
亦
た
」
と
解
釈
す

る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
第
一
句
の
風
と
月
も
、
も
し
か
し

㉕

㉖

㉗
㉘
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た
ら
蘇
軾
の
た
め
に
そ
こ
に
好
意
を
こ
め
て
清
ら
か
な
空
間
を
形
作

っ
て
い
る
と
捉
え
れ
ば
、
風
や
月
の
よ
う
に
「
亦
た
」
と
解
す
る
こ

と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
き
に
そ
の
鼓
角
は
「
出
塞
の
曲
」
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
。
そ
の

音
は
江か

わ

聲お
と

に
ま
じ
り
あ
っ
て
、
心
に
強
く
響
い
て
く
る
。「
江
南
又

た
聞
く　

出
塞
の
曲
」
は
、
江
の
南
で
あ
る
武
昌
で
も
聞
く
と
い
う

意
味
で
あ
る
が
、
北
方
の
邊
境
の
戰
場
を
連
想
さ
せ
る
「
出
塞
曲
」

を
こ
こ
江
南
で
も
聞
く
と
い
う
意
味
を
も
含
み
も
つ
と
す
る
と
、
そ

れ
が
江
聲
と
混
じ
る
と
こ
ろ
に
も
、
そ
も
そ
も
本
來
の
「
出
塞
曲
」

と
は
す
で
に
變
化
し
た
あ
り
か
た
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
本

來
の
あ
り
か
た
と
は
違
う
音
色
を
、
蘇
軾
は
「
悲
健
」
と
い
う
語
で

形
容
す
る
。
素
晴
ら
し
い
音
樂
は
「
悲
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
な
か
、「
悲
健
」
と
い
う
語
は
蘇
軾
以
前
に
は
用
例

を
み
な
い
。
音
が
「
健
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
し
っ
か
り
と

根
強
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
あ
と
こ
と
さ
ら
に
「
誰
か
言

う　

萬
方　

聲
は
一
槩
な
り
と
」
と
述
べ
て
、
杜
甫
の
「
秦
州
雜
詩

二
十
首
」
そ
の
四
（『
杜
詩
詳
注
』
卷
七
）
の
鼓
角
を
描
い
た
「
萬
方　

聲
は
一
概
な
り
、
吾
が
道
竟つ

い

に
何い
ず

く
に
か
之ゆ

か
ん
（
萬
方
聲
一
概
、

吾
道
竟
何
之
）」
と
い
う
句
を
強
く
意
識
さ
せ
る
。
杜
甫
の
鼓
角
は
人

間
の
暴
力
の
誇
示
、
悲
惨
さ
を
象
徴
し
、
天
下
萬
方
で
鳴
り
響
い
て

い
た
。
戰
亂
を
告
げ
る
鼓
角
の
音
が
國
中
に
響
い
て
い
る
こ
と
を
嘆

く
杜
甫
。
そ
れ
は
非
日
常
の
戰
亂
の
音
で
あ
っ
た
。
對
し
て
蘇
軾
の

鼓
角
は
「
鼉
は
憤
り　

龍
は
愁
え
て　

余
が
爲
に
變
ず
」
と
、
鼉
・

龍
が
蘇
軾
の
た
め
に
曲
調
を
變
え
て
く
れ
て
、
好
意
を
も
っ
て
蘇
軾

を
送
り
出
し
て
く
れ
る
穏
や
か
な
黄
州
の
音
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

蘇
軾
の
黄
州
で
過
ご
し
た
日
々
に
對
す
る
感
慨
が
、
そ
こ
を
後
に
し

て
聞
く
黄
州
鼓
角
を
こ
の
音
色
に
彩
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
鼓
角

と
い
う
語
が
こ
の
よ
う
に
異
な
る
色
彩
を
放
つ
。
蘇
軾
は
杜
甫
の
詩

を
あ
え
て
強
く
意
識
さ
せ
、
自
分
に
と
っ
て
の
黄
州
鼓
角
の
意
義
を

明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

蘇
軾
が
黄
州
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
た
の
か
。
そ
れ

は
最
後
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
我
は
記
す　

江
邊
の
枯
柳
の
樹
を
」

と
い
う
長
江
沿
い
の
柳
は
、
以
前
に
「
江
邊
千
樹
の
柳
、
我
が
酒
杯

の
中
に
落
つ
（
江
邊
千
樹
柳
、
落
我
酒
杯
中
）」（「
陳
季
常
見
過　

三
首
」

そ
の
二
『
合
注
』
卷
二
一
）
と
、
友
陳
季
常
と
の
交
遊
を
記
し
た
詩
に

詠
じ
ら
れ
た
も
の
と
重
な
っ
て
く
る
。「
鼓
角
」
が
詠
じ
ら
れ
た
こ

㉙
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の
時
、
陳
季
常
（
陳
慥
、
季
常
は
そ
の
字
）
は
黄
州
か
ら
旅
立
つ
蘇
軾

を
見
送
り
、
そ
の
傍
ら
に
あ
っ
て
九
江
に
ま
で
と
も
に
到
っ
た
。
そ

の
陳
季
常
の
住
ま
い
が
こ
こ
武
昌
に
あ
り
、
柳
は
そ
の
陳
季
常
と
の

交
遊
を
記
念
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
覺
え
て
い
よ
う
、
も

し
生
き
て
ま
た
会
え
た
な
ら
絶
對
に
そ
れ
と
わ
か
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
苦
難
の
歳
月
を
と
も
に
し
た
友
へ
の
想
い
を
含
ま
せ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
他
年　

一
葉
に
て　

江
を
泝
っ
て

來
た
ら
ば
、
還
た
此
の
曲
を
吹
い
て
相
迎
え
餞
せ
よ
」
と
す
る
最
後

の
言
葉
は
、
苦
難
の
地
で
あ
っ
た
は
ず
の
黄
州
を
再
び
訪
れ
る
こ
と

を
辭
さ
ず
、
そ
れ
を
樂
し
み
に
さ
え
し
て
、
そ
の
折
り
に
は
こ
の

「
出
塞
曲
」
に
よ
っ
て
迎
え
て
く
れ
と
、
鼓
角
そ
の
も
の
へ
投
げ
か

け
ら
れ
た
言
葉
と
も
捉
え
得
る
表
現
で
結
ば
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
讀

み
取
る
こ
と
が
可
能
な
ほ
ど
に
、
蘇
軾
は
鼓
角
に
自
分
へ
の
好
意
を

滲
ま
せ
た
。

　

小
川
環
樹
氏
は
「
自
然
が
人
間
に
好
意
を
も
つ
、
と
い
う
よ
う
な

表
現
は
、
實
は
見
知
ら
ぬ
人
の
善
意
へ
の
感
動
の
表
現
で
あ
っ
て
、

蘇
軾
が
お
か
れ
て
い
た
政
治
的
環
境
を
知
る
と
き
、
い
っ
そ
う
よ
く

了
解
で
き
る
と
、
私
は
考
え
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
多
情
の
鼓

角
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
黄
州
に
お
い
て
自
分
を
支
え
て
く
れ
た

友
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
當
地
の
名
も
知
ら
ぬ
人
々
の
善
意
、
さ
ら

に
は
再
生
を
果
た
し
た
自
分
を
包
ん
で
く
れ
た
も
の
に
對
す
る
感
動

の
表
わ
れ
と
も
捉
え
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
詩
題
の
鼓
角
は
必

ず
や
「
黄
州
鼓
角
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
鼓
角

は
蘇
軾
に
と
っ
て
自
ら
の
黄
州
で
の
暮
ら
し
を
支
え
る
も
の
を
象
徴

す
る
音
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四　

海
南
島
に
お
け
る
誦
書
の
聲

　

蘇
軾
が
黄
州
で
の
暮
ら
し
に
對
す
る
想
い
を
日
常
の
音
に
凝
縮
さ

せ
た
作
品
を
追
っ
て
み
た
。
先
に
見
た
「
鼓
角
」
に
は
、
彼
の
黄
州

へ
の
思
慕
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
さ
ら
に
晩
年
近
く

に
海
南
島
へ
と
流
刑
さ
れ
る
蘇
軾
が
、
そ
の
途
上
恵
州
に
あ
っ
て

「
星
河
澹
と
し
て
曉あ

け
ん
と
欲
し
、
鼓
角
冷
や
や
か
な
る
こ
と
秋
の

如
し
（
星
河
澹
欲
曉
、
鼓
角
冷
如
秋
）」（「
江
月
五
首　

幷
引
」
其
の
五

『
合
注
』
卷
三
九
）
と
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。「
冷
」

と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
た
鼓
角
は
、
蘇
軾
を
見
送
っ
て
く
れ
た
好

意
に
滿
ち
た
黄
州
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
嶺
南
の
地
に
對

㉟
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し
て
、
蘇
軾
は
そ
の
「
引
」
に
「
嶺
南
の
氣
候
は
常
な
ら
ず
。
吾
れ

嘗
て
「
菊
花
開
く
時　

乃
ち
重
陽
、
涼
天
佳
月
即
ち
中
秋
」
と
曰
う

も
、
日
月
を
以
て
斷
を
爲
す
を
須も

ち

い
ざ
る
な
り
。
今
歳
九
月
に
し
て

殘
暑
方
に
退
く
、
既
望
の
後
、
月
出
づ
る
こ
と
愈
い
よ
遅
し
…
…

（
嶺
南
気
候
不
常
。
吾
嘗
曰
菊
花
開
時
乃
重
陽
、
涼
天
佳
月
即
中
秋
、
不
須

以
日
月
爲
斷
也
。
今
歳
九
月
殘
暑
方
退
、
既
望
之
後
、
月
出
愈
遅
）」
と
い

う
。
嶺
南
の
地
の
気
候
が
、
中
原
の
そ
れ
と
全
く
違
う
こ
と
を
肌
で

感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
海
南
島
に
到
着
し
て
か
ら
も
、「
海
南
人

は
寒
食
を
作
さ
ず
而
し
て
上
巳
を
以
て
冢
に
上
り
…
…
（
海
南
人
不

作
寒
食
而
以
上
巳
上
冢
）」（『
合
注
』
卷
四
二
）
と
詩
題
に
述
べ
る
ほ
ど
、

そ
の
風
習
に
驚
愕
と
違
和
感
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
耳
に
し
た
の
は
蠻
族
の
歌
で
あ
り
、「
蠻
唱
と
黎
歌
と
、
餘

音　

猶
お
杳
杳
た
り
（
蠻
唱
與
黎
歌
、
餘
音
猶
杳
杳
）」（「
將
至
廣
州
用

過
韻
寄
邁
迨
二
子
」『
合
注
』
卷
四
四
）
と
海
南
島
を
去
っ
た
あ
と
も
耳

に
殘
る
音
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。
黄
州
流
罪
に
な
っ
た
と
き
、
蘇
軾

は
四
十
代
で
あ
っ
た
が
、
海
南
島
へ
の
遠
流
は
六
十
代
で
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
彼
に
は
、
そ
の
海
南
島
の
地
に
お
い
て
さ
え
、
そ

こ
に
聞
こ
え
て
く
る
日
常
の
音
を
主
題
と
し
、
そ
れ
に
對
す
る
愛
着

を
露
わ
に
記
し
た
作
品
が
あ
る
。
紹
聖
五
年
（
一
〇
九
八
）
の
六
十

三
歳
の
作
で
あ
る
。

　

「
遷
居
之
夕
、
鄰
舎
の
兒
の
書
を
誦
す
る
を
聞
き
て
欣
然
と

し
て
作
す
」（『
合
注
』
卷
四
一
）

幽
居
亂
鼃
黽　
　

幽
居　

鼃
・
黽
亂
れ

生
理
半
人
禽　
　

生
理　

半
ば
人
・
禽

跫
然
巳
可
喜　
　

跫
然
も
巳
に
喜
ぶ
可
き
に

况
聞
絃
誦
音　
　

况い
わ
ん

や
絃
誦
の
音
を
聞
く
を
や

兒
聲
自
圓
美　
　

兒
聲
は　

自
お
の
ず
か

ら
圓
美
な
り

誰
家
兩
青
衿　
　

誰
が
家
の
兩
青
衿
ぞ

且
欣
集
齊
咻　
　

且し
ば
ら

く
欣
ぶ　

集
い
て
齊
咻
す
る
を

未
敢
笑
越
吟　
　

未
だ
敢
て
越
吟
を
笑
わ
ず

九
齡
起
韶
石　
　

九
齡　

韶
石
よ
り
起た

ち

姜
子
家
日
南　
　

姜
子　

日
南
に
家
す

吾
道
無
南
北　
　

吾
が
道
に
は　

南
北
無
し

安
知
不
生
今　
　

安い
ず

く
ん
ぞ
知
ら
ん　

今
に
生
ぜ
ざ
ら
ん
こ
と

を
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海
闊
尚
挂
斗　
　

海
闊
く
し
て
尚
お
斗
を
挂
け

天
高
欲
横
參　
　

天
高
く
し
て
參
を
横
に
せ
ん
と
欲
す

荊
榛
短
牆
缺　
　

荊
榛　

短
牆　

缺
け

燈
火
破
屋
深　
　

燈
火　

破
屋　

深
し

引
書
與
相
和　
　

書
を
引
き
て
與と

も

に
相あ
い

和わ

す

置
酒
仍
獨
斟　
　

置
酒
し
て
仍
っ
て
獨
り
斟く

む

可
以
侑
我
醉　
　

以
て
我
が
醉
を
侑す

す

む
可
し

琅
然
如
玉
琴　
　

琅
然
と
し
て
玉
琴
の
如
し

　

蛙
の
聲
が
し
き
り
の
僻
地
住
ま
い
、
人
と
鳥
獣
が
相
半
ば
す
る
よ

う
な
日
常
に
、
人
の
足
音
で
さ
え
も
聞
け
る
こ
と
は
歡
び
で
あ
る
。

そ
ん
な
海
南
島
の
蘇
軾
の
耳
に
聞
こ
え
て
き
た
の
は
、
鄰
舎
か
ら
の

書
物
を
朗
誦
す
る
聲
。
子
供
の
聲
は
自
然
と
ま
ろ
や
か
に
美
し
く
、

「
誰
が
家
の
兩
青
衿
ぞ
」
と
い
う
句
に
は
、
李
白
の
「
誰
が
家
の
玉

笛
ぞ　

暗
に
聲
を
飛
ば
す
（
誰
家
玉
笛
暗
飛
聲
）」（「
春
夜
洛
城
聞
笛
」

『
李
太
白
全
集
』
巻
二
五
）
の
響
き
が
重
な
り
、
そ
の
聲
を
寶
物
の
よ

う
に
愛
お
し
む
蘇
軾
の
心
情
が
映
し
出
さ
れ
る
。
方
言
が
ま
じ
っ
て

は
い
る
が
、
南
方
の
田
舎
な
ま
り
を
笑
う
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。

唐
の
宰
相
で
あ
っ
た
張
九
齡
は
嶺
南
の
韶
石
の
出
身
だ
し
、
姜
公
輔

も
日
南
の
生
ま
れ
、
吾
道
に
は
土
地
の
南
北
な
ど
關
係
な
く
、
今
こ

の
場
に
も
す
ぐ
れ
た
人
物
が
出
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
廣
が
る
海
原

に
斗
柄
が
か
か
り
、
夜
空
の
高
み
に
參
宿
が
み
え
て
く
る
、
宇
宙
の

廣
が
り
の
中
に
我
が
身
を
置
く
。
そ
し
て
視
線
を
ま
た
聲
の
主
の
隣

家
の
住
ま
い
へ
と
移
す
。
そ
こ
は
粗
末
な
籬
さ
え
も
滿
足
に
無
く
、

荊
棘
が
生
い
茂
る
よ
う
な
と
こ
ろ
、
そ
の
あ
ば
ら
家
の
奥
か
ら
燈
火

が
も
れ
く
る
。
蘇
軾
も
書
物
を
引
っ
張
り
出
し
て
そ
れ
と
一
緒
に
つ

れ
て
吟
じ
、
そ
れ
を
肴
に
一
杯
や
る
。
最
後
に
「
琅
然
と
し
て
玉
琴

の
如
し
」
と
し
、
こ
の
朗
誦
の
聲
を
ど
ん
な
に
貴
い
も
の
と
し
て
い

る
か
を
記
し
て
詩
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

嶺
南
の
地
、
さ
ら
に
こ
こ
海
南
島
は
中
原
と
は
ま
っ
た
く
か
け
離

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
寒
食
な
ど
の
文
化
も
無

い
異
境
で
あ
る
。
そ
こ
に
聞
こ
え
て
く
る
書
物
を
朗
誦
す
る
子
供
の

聲
。
そ
こ
に
蘇
軾
は
何
を
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
實
は
詩
題
に
あ

る
「
遷
居
」
の
語
は
こ
の
詩
を
讀
み
解
く
う
え
で
大
き
な
意
味
を
も

つ
。
山
本
和
義
氏
が
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紹
聖
四
年

（
一
〇
九
七
）
海
南
島
の
儋
州
に
た
ど
り
つ
い
た
蘇
軾
に
最
初
に
與
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

え
ら
れ
た
の
は
、
雨
が
漏
れ
、
落
ち
葉
が
吹
き
込
む
よ
う
な
破
屋
で

あ
っ
た
。
見
か
ね
て
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
昌
化
軍
の
長
官
は
、

そ
の
こ
と
で
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
新
居
は
翌
年
に
な
っ
て
土

地
の
人
々
が
工
事
を
助
け
て
汗
を
流
し
て
く
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
考
え
た
と
き
、
遷
居
の
夕
べ
に
聞
こ
え
て
き

た
土
地
の
子
の
朗
誦
の
聲
は
、
な
ん
と
温
か
に
蘇
軾
を
包
ん
で
い
た

こ
と
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
自
分
も
書
物
を
引
っ
張
り
出
し
て
朗
誦
し
て
み
る
と
こ
ろ

に
は
、
子
供
に
返
っ
た
よ
う
な
蘇
軾
が
い
る
。
蘇
軾
は
儋
州
に
つ
い

た
ば
か
り
の
紹
聖
四
年
の
七
月
に
、
父
蘇
洵
が
子
供
の
蘇
軾
に
厳
し

く
書
を
學
ば
せ
て
い
る
夢
を
み
た
と
述
べ
る
。
子
供
の
書
を
朗
誦
す

る
聲
は
、
そ
ん
な
自
分
の
幼
き
日
々
に
も
想
い
を
馳
せ
さ
せ
た
か
も

し
れ
な
い
。
山
本
和
義
氏
も
「
遷
居
」
の
詩
の
結
び
に
「
あ
る
い
は
、

子
由
と
聲
を
そ
ろ
え
た
若
い
日
が
よ
み
が
え
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
山
本
氏
は
「
遷
居
」
の
詩
の
解
説
に
引
き
續
い

て
「
和
陶
郭
主
簿　

幷
引
」（『
合
注
』
卷
四
二
）
を
擧
げ
て
み
せ
ら

れ
た
。
こ
の
元
符
元
年
（
一
〇
九
八
）
の
淸
明
の
作
品
は
、
や
は
り

誦
書
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
蘇
軾
は
「
淸
明
の
日
、
過
の
書
を
誦
す

る
を
聞
く
に
、
聲
節　

閑
美
な
り
。
少お

さ
な

か
り
し
時こ
ろ

を
感か
ん

じ
念お
も

い
て
、

悵
焉
と
し
て
先
君
宮
師
の
遺
意
を
追
懷
し
、
且
つ
淮
・
徳
二ふ

た

り
の
幼

孫
を
念
え
ば
、
自
ら
遣

こ
こ
ろ
や

る
に
以よ
し

無
し
。
乃
ち
淵
明
の
二
篇
に
和
す
。

意こ
こ
ろ

の
寓
す
る
所
に
隨
う
の
み
、
復
た
倫
次
無
き
也
（
淸
明
日
、
聞
過

誦
書
、
聲
節
閑
美
。
感
念
少
時
、
悵
焉
追
懷
先
君
宮
師
之
遺
意
、
且
念
淮
・

徳
二
幼
孫
、
無
以
自
遣
。
乃
和
淵
明
二
篇
。
隨
意
所
寓
、
無
復
倫
次
也
）」

と
「
引
」
に
述
べ
る
。
息
子
蘇
過
の
誦
書
の
聲
は
、
蘇
軾
自
ら
の
幼

少
期
と
い
う
過
去
に
心
を
馳
せ
さ
せ
る
、
ま
た
そ
れ
は
幼
い
孫
へ
の

想
い
と
な
っ
て
未
來
へ
と
繫
が
る
。
異
境
の
地
に
聞
こ
え
る
誦
書
の

聲
が
一
瞬
に
し
て
過
去
と
未
來
を
結
ぶ
。
書
を
朗
誦
す
る
聲
、
そ
れ

は
文
人
蘇
軾
の
根
源
に
あ
る
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
大
切
な
日
常
の
音
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
き
の
和
陶
詩
に
お
い
て
も
「
孺
子　

書
を
卷
き
て
坐
し
、
詩
を
誦
す
る
こ
と
琴
を
鼓
す
る
が
如
し
」
と
、

詩
を
朗
誦
す
る
聲
を
琴
音
に
比
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
日
常
の

音
を
こ
よ
な
く
愛
お
し
む
蘇
軾
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
。
子
供
の
誦

書
の
聲
は
、
以
後
黄
庭
堅
や
陸
游
ら
に
よ
っ
て
魅
力
あ
る
詩
材
と
し

て
詠
じ
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
蘇
詩
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
宋
代
の
日

常
の
音
の
世
界
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
魅
力
は
、
蘇
軾

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶
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が
異
境
の
地
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
聞
き
取
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。五　

缾  

笙  

の  

音

　

最
後
に
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
海
南
島
か
ら
許
さ
れ
て
歸
途
に

つ
い
た
六
十
五
歳
の
蘇
軾
が
、
廉
州
に
お
い
て
作
っ
た
「
缾
笙　

幷

引
」（『
合
注
』
卷
四
三
）
を
見
て
み
た
い
。
そ
れ
は
日
常
の
生
活
音

を
樂
器
の
音
色
に
例
え
た
も
の
で
、
先
に
見
た
海
南
島
の
誦
書
の
聲

も
「
玉
琴
の
如
し
」
と
は
詠
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
題
名
に
日
常
品
の

「
缾
」
と
樂
器
の
「
笙
」
と
を
結
び
付
け
た
こ
の
よ
う
な
例
を
蘇
軾

の
作
品
の
ほ
か
に
は
す
ぐ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
蘇
軾
の

「
缾
笙
」
詩
は
、
そ
の
意
味
で
稀
有
な
作
品
と
い
え
よ
う
。
日
常
の

音
を
詠
じ
た
そ
れ
は
『
増
刊
校
正
王
状
元
集
諸
家
註
分
類
東
坡
先
生

詩
』
の
な
か
で
、
卷
十
二
の
「
音
樂
」
十
一
首
の
う
ち
の
一
つ
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
か
の
も
の
が
す
べ
て
音
樂
や

樂
器
を
詠
じ
て
い
る
の
と
明
ら
か
に
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
は

作
品
そ
の
も
の
を
見
て
み
た
い
。

　

缾
笙　

幷
び
に
引

庚
辰
の
八
月
二
十
八
日
、
劉
幾
仲
は
餞

は
な
む
け

し
て
東
坡
に
飲
ま
し

む
。
中
觴
に
し
て
笙
簫
の
聲
を
聞
く
。
杳
杳
と
し
て
雲
霄
の
間

に
在
る
が
若
し
。
抑
揚
往
返
、
粗
ぼ
音
節
に
中あ

た

れ
り
。
徐
お
も
む
ろ

に

し
て
之
を
察み

る
に
則
ち
雙
つ
の
缾
よ
り
出
づ
。
水
火
相
得
て
、

自
然
に
吟
嘯
す
。
蓋
し
食し

ば
ら頃

く
し
て
乃い
ま
し

巳
む
。
坐
客
驚
歎
す
、

未
曽
有
な
る
こ
と
を
得
た
り
と
。
請
い
て
缾
笙
の
詩
を
作
り
て

之
を
記
せ
し
む
。

（
庚
辰
八
月
二
十
八
日
、
劉
幾
仲
餞
飲
東
坡
。
中
觴
聞
笙
簫
聲
。
杳
杳

若
在
雲
霄
間
。
抑
揚
往
返
、
粗
中
音
節
。
徐
而
察
之
則
出
於
雙
缾
。
水

火
相
得
、
自
然
吟
嘯
。
蓋
食
頃
乃
巳
。
坐
客
驚
歎
、
得
未
曽
有
。
請
作

缾
笙
詩
記
之
）

　

蘇
軾
は
、
ま
ず
缾
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
な
く
、「
笙
簫
の
聲
を
聞

く
」
と
耳
に
届
い
た
音
を
示
す
。
そ
の
音
は
「
杳
杳
と
し
て
雲
霄
の

間
に
在
る
が
若
し
」
と
、
空
の
か
な
た
で
鳴
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

聞
こ
え
て
く
る
。
さ
ら
に
「
抑
揚
往
返
、
粗
ぼ
音
節
に
中あ

た

れ
り
」
と
、

高
下
し
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
も
、
ほ
ぼ
音
程
が
は
ず
れ
る
こ
と
の
な

㊷

㊸
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

い
さ
ま
を
述
べ
る
。
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
音
の
主
に
逼
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。「
徐

お
も
む
ろ

に
し
て
之
を
察み

る
に
則
ち
雙
つ
の
缾
よ
り
出

づ
。
水
火
相
得
て
、
自
然
に
吟
嘯
す
。
蓋
し
食し

ば
ら頃

く
し
て
乃い
ま
し

巳

む
」
と
、
火
加
減
水
加
減
の
絶
妙
さ
に
よ
っ
て
自
然
に
で
き
た
二
つ

の
缾
の
音
の
調
和
を
い
う
。
客
人
は
そ
の
現
象
を
お
も
し
ろ
が
っ
て

蘇
軾
に
「
缾
笙
」
の
詩
を
作
ら
せ
よ
う
と
す
る
。

　

で
は
、
缾
と
い
う
の
は
い
か
な
る
も
の
か
。
蘇
軾
「
試
院
に
茶
を

煎に

る
」
詩
（『
合
注
』
卷
八
）
に
「
銀
缾　

湯
を
瀉そ
そ

い
で
第
二
を
誇
り
、

未
だ
識
ら
ず
古
人
の
水
を
煮
る
意こ

こ
ろ

（
銀
缾
瀉
湯
誇
第
二
、
未
識
古
人
煎

水
意
）」
と
あ
る
よ
う
に
茶
を
飲
む
と
き
に
用
い
ら
れ
た
。「
地
爐
」

（「
柳
子
玉
に
次
韻
す　

二
首
」
そ
の
一
『
合
注
』
卷
七
）
に
は
「
細
聲
の

蚯
蚓　

銀
瓶
よ
り
發
し
、
褐
を
擁
し
て
横
眠
し
て　

天　

未
だ
明
け

ず
（
細
聲
蚯
蚓
發
銀
瓶
、
擁
褐
横
眠
天
未
明
）」
と
み
え
、
何
か
を
沸
か

す
音
が
形
容
さ
れ
て
い
る
。「
岐
亭
五
首　

幷
び
に
引
」（『
合
注
』
卷

二
三
）
そ
の
一
に
も
「
醒
め
る
時　

夜　

闌
た
け
な
わ

に
向
な
ん
な
ん

と
す
、
唧
唧

と
し
て
銅
缾
泣
く
（
醒
時
夜
向
闌
、
唧
唧
銅
缾
泣
）」
と
音
を
た
て
る

さ
ま
が
記
さ
れ
、
缾
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
た
て
る
音
が
ミ
ミ
ズ
の
か
細
い
聲
で
あ
る
と
か
、「
唧
唧
」
と
泣

く
よ
う
な
音
と
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
そ
の
缾
の
音
を
形
容
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
「
笙
簫
の

聲
」
に
つ
い
て
は
、
蘇
軾
は
別
の
作
品
で
仙
界
に
繫
が
る
音
と
し
て

詠
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
黄
魯
直
の
贈
ら
る
る
古
風
に
次
韻
す　

二
首
」
そ
の
二
（『
合
注
』
卷
十
六
）
で
「
空
山　

仙
を
學
ぶ
子
、
妄

り
に
笙
簫
の
聲
を
意お

も

う
（
空
山
学
仙
子
、
妄
意
笙
簫
聲
）」
と
う
た
い
、

「
芙
蓉
城
」（『
合
注
』
卷
十
六
）
で
は
「
緱
山
に
過
り
て
帝
廷
に
朝

す
る
に
因
っ
て
、
夜　

笙
簫
を
聞
い
て　

節
を
弭と

ど

め
て
聽
く
（
因
過

緱
山
朝
帝
延
、
夜
間
笙
簫
弭
節
聴
）」
な
ど
で
あ
る
。
緱
山
は
緱
氏
山
と

も
い
い
、
仙
人
と
な
っ
た
王
子
晉
が
鶴
に
乘
っ
て
こ
の
山
の
巓
に
と

ど
ま
り
、
家
族
や
友
人
に
別
れ
を
告
げ
た
と
い
う
傳
説
の
山
で
あ
る
。

仙
界
と
結
び
つ
く
笙
の
音
は
、『
列
仙
傳
』
の
王
子
晉
の
吹
く
笙
を

暗
示
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
湯
の
湧
く
日
常
の
音
を
、

仙
界
の
音
に
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
の
魅
力
が

あ
る
。
川
合
康
三
氏
が
「
似
つ
か
わ
し
く
な
い
二
物
を
結
合
す
る
こ

と
は
し
ば
し
ば
滑
稽
感
を
生
む
。
こ
の
不
釣
り
合
い
な
取
り
合
わ
せ

は
も
ち
ろ
ん
作
者
の
意
圖
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
蘇
軾
の
文
學
の
特

徴
の
一
つ
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た
諧
謔
性
が
、
こ
こ
に
も
確
か
に
見
ら

㊹
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れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
客
と
の
戲
れ
の
な
か
で
、
偶
然
聞
い
た
缾
の
音
を
材
と

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
詩
が
詠
じ
ら
れ
る
。

孤
松
吟
風
細
泠
泠　
　

孤
松　

風
に
吟
じ
て　

細
に
し
て
泠
泠

た
り

獨
繭
長
繅
女
媧
笙　
　

獨
繭　

長
く
繅く

る　

女
媧
の
笙

陋
哉
石
鼎
逢
彌
明　
　

陋い
や

し
き
哉　

石
鼎
の　

彌
明
に
逢
い
て

蚯
蚓
竅
作
蒼
蠅
聲　
　

蚯
蚓
の
竅
に　

蒼
蠅
の
聲
を
作な

す
を

缾
中
宮
商
自
相
賡　
　

缾
中
の
宮
商　

自
お
の
ず
か

ら
相
賡つ

ぐ

昭
文
無
虧
亦
無
成　
　

昭
文
は
虧
く
る
こ
と
も
無
く
亦
た
成
す

こ
と
も
無
し

東
坡
醉
熟
呼
不
醒　
　

東
坡
は
醉
熟
し
て
呼
べ
ど
も
醒
め
ず

但
云
作
勞
吾
耳
鳴　
　

但
だ
云
う　

勞
を
作
し
て
吾
が
耳
鳴
る

と

　

一
本
の
松
が
風
に
吹
か
れ
て
微
か
に
た
て
る
よ
う
な
淸
冷
な
音
。

決
し
て
大
き
な
音
で
は
な
い
け
れ
ど
樂
器
音
か
と
見
紛
う
音
を
聽
覺

を
頼
り
に
表
現
す
る
。
さ
ら
に
ひ
と
つ
の
蚕
の
繭
か
ら
繰
り
出
さ
れ

る
長
い
糸
の
よ
う
な
音
を
視
覺
的
に
も
叙
述
す
る
。
そ
こ
に
用
い
ら

れ
た
の
が
韓
愈
「
石
鼎
聯
句
」
に
あ
る
軒
轅
彌
明
の
「
時
に
蚯
蚓
の

竅
に
、
微
か
に
蒼
蠅
の
鳴
を
作
す
（
時
於
蚯
蚓
竅
、
微
作
蒼
蠅
鳴
）」

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
二
一
）
の
句
で
あ
る
。
石
鼎
の
音
も
彌
明
に
か
か

っ
て
は
、
ミ
ミ
ズ
の
あ
な
か
ら
蠅
の
羽
音
な
ど
と
詠
じ
ら
れ
て
散
々

な
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
れ
と
比
べ
て
蘇
軾
は
、
缾
の
な
か
に
宮
・
商

の
音
が
お
の
ず
か
ら
つ
な
が
り
、
す
べ
て
の
音
が
存
在
す
る
の
は
、

『
荘
子
』「
齊
物
論
」
に
み
え
る
琴
の
名
人
昭
文
が
琴
を
彈
か
な
い

の
で
「
虧
く
る
こ
と
も
無
く
亦
た
成
す
こ
と
も
無
し
」
と
い
う
の
と

同
じ
だ
、
と
い
さ
さ
か
哲
學
的
な
表
現
を
含
ま
せ
る
。
し
か
し
最
後

は
自
ら
を
玄
宗
皇
帝
に
呼
ば
れ
て
も
泥
醉
し
て
出
向
か
な
か
っ
た
李

白
に
擬
え
、
缾
笙
の
音
は
た
だ
勞
苦
ゆ
え
の
耳
鳴
り
で
あ
っ
た
と
戲

れ
て
結
ぶ
。
徹
底
し
た
諧
謔
の
境
地
が
こ
こ
に
開
陳
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
哲
學
的
な
含
み
の
あ
る
表
現
に
續
い
て
、
人
間
臭
い
耳

鳴
り
を
も
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
江
聲
に
鼾
の
音
を
響
か
せ
て
日
常

に
立
ち
戻
ら
せ
た
黄
州
で
の
詞
作
品
と
の
共
通
性
も
感
じ
ら
れ
る
。

筆
者
は
さ
き
ほ
ど
「
題
名
に
日
常
品
の
「
缾
」
と
樂
器
の
「
笙
」
と
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

を
結
び
付
け
た
こ
の
よ
う
な
例
を
蘇
軾
の
ほ
か
に
は
す
ぐ
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
。
蘇
軾
に
は
「
缾
笙
」
を
作
っ
た
と

全
く
同
時
期
に
樂
器
と
日
常
品
を
結
び
付
け
て
「
琴
枕
」（『
合
注
』

卷
四
三
）
と
題
し
た
詩
が
あ
る
。「
缾
」
と
「
笙
」
の
組
み
合
わ
せ

は
、「
琴
」
と
「
枕
」
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
池
澤
滋
子
氏
は
、

蘇
軾
に
み
え
る
「
琴
枕
」
に
關
す
る
詩
は
同
一
時
期
に
作
成
さ
れ
た

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
「
缾
笙
」
の
作
品
を
作
っ
た
こ
の
時
期
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
琴
枕
を
蘇
軾
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
の
が
、
梅
堯
臣

の
弟
子
で
あ
る
歐
陽
晦
夫
で
あ
っ
た
。
蘇
軾
「
歐
陽
晦
夫
惠
琴
枕
」

詩
（『
合
注
』
卷
四
三
）
に
「
中
郎　

眠
ら
ず
し
て
仰
ぎ
て
屋
を
看
れ

ば
、
此
の
古
椽
圍
尺
の
竹
を
得
た
り
、
輪
囷
濩
落
と
し
て
笛
の
材
に

非あ
ら

ず
、
剖わ

っ
て
袖
琴
と
作
し
て
徽
軫
足
れ
り
（
中
郎
不
眠
仰
看
屋
、
得

此
古
椽
圍
尺
竹
、
輪
囷
濩
落
非
笛
材
、
剖
作
袖
琴
徽
軫
足
）」
と
あ
り
、
そ

れ
が
周
囲
一
尺
ば
か
り
の
古
竹
の
垂
木
か
ら
偶
然
に
作
り
上
げ
ら
れ

た
琴
形
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
師
で
あ
る
梅
堯
臣

に
は
「
魚
琴
の
賦
」（『
宛
陵
文
集
』
卷
六
十
）
と
い
う
寺
の
木
魚
か
ら

琴
を
作
っ
た
と
述
べ
る
作
品
が
あ
る
。
琴
と
い
う
文
人
樂
器
が
垂
木

や
木
魚
か
ら
作
ら
れ
る
、
そ
し
て
琴
と
枕
を
重
ね
て
「
琴
枕
」
と
し

た
表
現
の
妙
が
、
缾
と
笙
を
合
わ
せ
た
「
缾
笙
」
の
作
成
に
ヒ
ン
ト

を
與
え
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
蘇
軾
の
廉
州
滞
在
は
、

七
月
四
日
か
ら
八
月
二
十
九
日
ま
で
の
二
か
月
弱
で
あ
り
、「
缾

笙
」
を
詠
じ
た
こ
の
宴
は
蘇
軾
が
廉
州
を
離
れ
る
前
日
に
開
か
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
歐
陽
晦
夫
は
確
か
に
蘇
軾
の
傍
ら
に
い

た
（『
蘇
軾
年
譜
』
下
冊　

一
三
四
六
頁
）。
樂
器
と
日
常
品
を
組
み
合

わ
せ
る
妙
は
、
歐
陽
晦
夫
の
も
た
ら
し
た
琴
枕
に
よ
っ
て
着
想
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
愉
し
ん
で
作
ら
れ
た

「
缾
笙
」
は
、
後
世
の
詩
人
に
詩
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　

蘇
軾
は
翌
建
中
靖
國
元
年
（
一
一
〇
一
）
七
月
に
亡
く
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
知
る
我
々
は
、
晩
年
の
別
れ
の
宴
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
に
分
析
的
か
つ
諧
謔
を
こ
め
た
作
品
で
そ
の
場
を
記
念
し
よ
う
と

す
る
蘇
軾
の
創
作
の
あ
り
か
た
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
小
川
環
樹

氏
が
黄
州
の
蘇
軾
に
つ
い
て
、
日
常
の
瑣
事
を
述
べ
て
相
手
に
安
心

感
を
与
え
る
、
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
こ
の
嶺
南
の
作
に
も
重
ね
ら

れ
る
。
齡
を
重
ね
た
蘇
軾
に
と
っ
て
、
こ
の
宴
會
で
の
友
と
の
交
遊

は
二
度
と
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
蘇
軾
は
こ

㊺
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の
よ
う
な
一
期
一
會
の
場
に
あ
っ
て
、
何
氣
な
い
日
常
の
音
を
諧
謔

の
な
か
に
取
り
出
し
て
み
せ
、
宴
に
連
な
る
も
の
を
唸
ら
せ
た
。
日

常
の
音
の
巧
み
な
描
寫
は
、
別
れ
の
悲
愴
と
は
別
次
元
の
達
觀
へ
と

人
を
誘
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
た
り
ま
え
に
あ
る
日
常
の
音
と
い

う
籬
の
間
か
ら
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
人
生
の
意
義
を
う
か
が
い
見

る
、
こ
の
點
に
暮
ら
し
の
な
か
の
音
を
詩
題
と
し
て
用
い
た
蘇
軾
の

意
圖
が
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結　
　
　

語

　

蘇
軾
は
い
か
な
る
不
遇
の
な
か
で
も
、
生
活
を
樂
し
む
前
向
き
な

氣
持
ち
を
失
わ
ず
、
暮
ら
し
の
そ
こ
に
あ
る
物
に
好
奇
心
を
持
ち
續

け
た
詩
人
で
あ
り
、
日
常
の
音
も
ま
た
そ
の
對
象
の
一
つ
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
加
え
て
小
論
で
見
て
き
た
黄
州
流
謫
期
の
詩
に
み
え
る

日
常
の
音
は
、
そ
の
背
後
に
物
心
兩
面
で
力
を
貸
し
て
く
れ
た
人
々

へ
の
蘇
軾
の
温
か
な
想
い
と
、
心
の
響
き
を
傳
え
て
く
れ
る
。

　

こ
う
し
た
姿
勢
が
結
晶
し
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
詩
の
主
題
と
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
常
の
音
を
詩
題
に
お
く
作
品
で
あ
る
。
蘇
軾

に
と
っ
て
こ
れ
ら
は
單
な
る
風
景
と
し
て
の
音
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
が
か
け
が
え
の
な
い
深
い
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
論

で
見
た
よ
う
に
杜
甫
の
「
鼓
角
」
が
非
日
常
の
戰
亂
の
悲
惨
な
音
と

し
て
あ
っ
た
と
す
る
と
、
蘇
軾
の
「
鼓
角
」
は
黄
州
で
の
日
常
を
象

徴
し
蘇
軾
を
見
送
る
温
か
な
音
で
あ
っ
た
。
黄
州
で
深
め
ら
れ
た
感

性
は
、
晩
年
の
嶺
南
、
海
南
島
へ
の
流
罪
期
に
お
い
て
も
決
し
て
衰

え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
川
環
樹
氏
が
「
か
れ
の
門
人
た
ち
や
南

宋
の
詩
論
家
が
、
し
ば
し
ば
蘇
軾
の
「
海
外
の
詩
」
を
賞
揚
す
る
の

は
、
か
れ
の
境
遇
へ
の
共
感
だ
け
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
。
か
れ
の
全

集
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
作
品
は
異
常
な
ま
で
に
底
深
い
光
を
た
た

え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
海
外
の
地
へ
と
流
さ
れ

た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
な
か
で
自
ら
を
束
の
間
の
幸
せ
に
包
ん
で

く
れ
る
日
常
の
音
を
、
掬
い
取
る
よ
う
に
愛
し
み
詩
に
刻
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。
人
獣
あ
い
半
ば
す
る
と
も
詩
に
詠
じ
た
最
果
て
の
地
に
お

い
て
も
、
彼
は
そ
の
地
の
方
言
で
子
供
が
書
物
を
朗
誦
す
る
聲
を
な

ん
と
愛
お
し
ん
だ
こ
と
か
。
誦
書
の
聲
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
の
ひ
と

と
き
を
十
分
に
樂
し
む
蘇
軾
の
姿
を
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
蘇
軾
が
日
常
の
音
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
、
ま
た
そ
の

㊾
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

作
品
を
讀
む
者
を
決
し
て
悲
嘆
に
く
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
現
実
の
地

場
に
つ
な
ぎ
と
め
た
と
い
う
こ
と
も
、
彼
と
日
常
の
音
を
考
え
る
う

え
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
孤
獨
を
託
ち
そ
こ
に
耽
溺

す
る
こ
と
を
敢
え
て
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
靜
寂
を
詠
じ
る
作

品
に
も
日
常
性
を
覗
か
せ
て
、
作
品
の
な
か
で
心
を
平
常
に
回
歸
さ

せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
身
近
な
者
の
鼾
は
自
ら
を
現
実
世
界
に

つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
に
彼
が
作
品
に
し
の
ば
せ
た
音
で
あ
っ
た
ろ
う
。

海
南
島
か
ら
の
歸
途
の
別
れ
の
宴
に
て
作
ら
れ
た
「
缾
笙
」
は
、
湯

の
湧
く
音
を
笙
の
音
と
し
て
聞
き
な
し
、
宴
に
集
う
人
々
に
示
さ
れ

た
。
別
れ
の
哀
し
み
を
述
べ
て
當
然
で
あ
る
場
に
お
い
て
さ
え
、
日

常
の
さ
さ
い
な
音
を
機
知
に
よ
っ
て
愉
快
に
詠
じ
て
、
場
に
集
う

人
々
を
温
か
く
包
む
蘇
軾
の
姿
勢
が
ひ
し
と
傳
わ
っ
て
く
る
。
黄
州

流
謫
期
以
降
、
辛
苦
の
な
か
に
あ
っ
て
暮
ら
し
の
音
を
愛
し
み
、
そ

れ
を
温
か
く
作
品
に
響
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

小
論
で
は
黄
州
流
謫
期
、
海
南
島
流
罪
期
、
そ
の
よ
う
な
蘇
軾
に

と
っ
て
い
わ
ゆ
る
不
遇
と
さ
れ
る
時
期
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
き
た

が
、
黄
州
か
ら
都
に
歸
っ
て
要
職
に
つ
い
た
蘇
軾
が
、
日
常
の
音
へ

の
開
か
れ
た
感
覺
を
持
ち
續
け
た
こ
と
が
以
下
の
詩
に
窺
え
る
。

　

「
上
元　

樓
上
に
侍
飲
す　

三
首　

同
列
に
呈
す
」
そ
の
二

（『
合
注
』
卷
三
六
）

薄
雪
初
銷
野
未
耕　
　

薄
き
雪
は
初
め
て
銷き

え
て
野
は
未
だ

耕た
が
や

さ
ず

賣
薪
買
酒
看
升
平　
　

薪
を
賣
り
酒
を
買
い
て
升
平
を
看
る

吾
君
勤
儉
倡
優
拙　
　

吾
が
君
は
勤
儉
に
し
て
倡
優
は
拙
き
も

自
是
豐
年
有
笑
聲　
　

自
の
ず
と
是
れ
豐
年
に
し
て
笑
聲
有
り

　

こ
れ
は
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
の
上
元
節
の
折
、
哲
宗
が
祖
母

の
太
后
と
と
も
に
、
宮
門
か
ら
に
ぎ
わ
い
を
御
覧
に
な
り
、
蘇
軾
は

礼
部
尚
書
と
い
う
立
場
で
陪
席
し
て
い
た
と
き
の
作
品
で
あ
る
。
吉

川
幸
次
郎
氏
は
『
宋
詩
概
説
』
で
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
夜
の
に
ぎ
わ
い
を
、
い
や
が
上
に
も
ま
す
の
は
、
近
郊
か

ら
や
っ
て
き
た
農
民
で
あ
っ
た
。
薪
を
賣
っ
た
金
で
、
仕
い
れ

た
酒
を
た
ず
さ
え
、
續
々
と
、
首
都
の
太
平
の
見
物
に
や
っ
て

來
る
。「
升
平
」
は
「
太
平
」。「
倡
優
」
は
、
山
車
の
上
で
演

㊿



中
国
文
学
報　

第
八
十
八
册

─ 50 ─

ぜ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
演
芸
。
わ
れ
ら
の
君
主
が
勤
倹
で
あ
り
、

浮
華
を
好
ま
れ
な
い
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
ど
の
山
車
の
芸
も
う

ま
く
な
い
。
し
か
し
豐
年
を
よ
ろ
こ
ぶ
に
ぎ
や
か
な
笑
い
聲
が
、

自
然
に
わ
き
あ
が
る
。

　

そ
れ
は
、『
宋
詩
概
説
』
序
章
「
宋
詩
の
性
質
」
の
第
一
節
「
宋

の
時
代
」
を
述
べ
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
、
ま
さ
に
卷
頭
の
宋
詩
で

あ
っ
た
。
吉
川
氏
が
蘇
軾
の
こ
の
一
首
を
ま
ず
取
り
上
げ
て
宋
代
の

繁
栄
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
最
後
の
句
に
響

い
て
い
る
庶
民
の
、
豐
か
な
心
の
あ
り
よ
う
を
滲
ま
せ
る
温
か
な
笑

い
聲
は
、
宋
代
の
雰
囲
氣
を
見
事
に
掴
ん
だ
重
要
な
表
現
と
い
う
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
小
論
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
黄
州

流
謫
期
に
日
常
の
音
を
た
だ
の
風
景
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
に
直

接
關
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
蘇
軾
だ
か
ら
こ
そ
、
農
民
の
笑
い
聲

を
こ
の
よ
う
に
作
品
に
響
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
蘇
詩
の
放
つ
魅
力
が
、
そ
れ
以
降
の
詩
人
の
眼
を
日
常
の
音

へ
も
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註①　

山
本
和
義
『
蘇
軾
』（
筑
摩
書
房　

中
國
詩
文
選　

一
九
七
三
年　

一
三
四
頁
）
に
、
元
豐
五
年
（
一
〇
八
二
）
二
月
に
自
ら
の
書
齋
に

「
東
坡
雪
堂
」
の
四
字
を
書
し
た
と
し
て
、
蘇
軾
が
東
坡
居
士
と
號
す

る
の
は
こ
の
時
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。

②　

元
豐
六
年
黄
州
で
の
作
。『
蘇
軾
詩
集
合
注
』
卷
二
二
所
収
（
小
論

で
は
蘇
軾
の
詩
作
品
は
『
蘇
軾
詩
集
合
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

二

〇
〇
一
年
）
に
よ
り
、
以
下
『
合
注
』
と
記
す
）。
蘇
軾
に
は
元
豐
四

年
に
「
東
坡
八
首　

幷
叙
」（『
合
注
』
卷
二
一
）
の
五
言
古
詩
が
あ
る
。

③　

蘇
軾
が
黄
州
に
流
謫
さ
れ
た
の
は
元
豐
三
年
（
一
〇
八
〇
）
二
月
～

元
豐
七
年
（
一
〇
八
四
）
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

④　

拙
論
「
蘇
軾
と
音
樂

－

黄
州
流
謫
期
に
お
け
る
音
樂
へ
の
思
索
」

（『
橄
欖
』
第
二
十
號　

二
〇
一
六
年
三
月
）。
さ
ら
に
「
前
赤
壁
の

賦
」
の
洞
簫
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
詩
賦
が
織
り
成
す
中
國
音
樂
世
界

－

洞
簫
と
い
う
樂
器
を
め
ぐ
っ
て
」（『
ア
ジ
ア
遊
學　

中
國
の
音
樂
文

化　

三
千
年
の
歴
史
と
理
論
』　

二
〇
一
六
年
六
月
）
で
論
じ
て
い
る
。

⑤　

柳
真
齢
は
未
詳
。
杖
の
も
と
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
王
審
知
に
つ
い
て

は
、『
舊
五
代
史
』
卷
一
三
四
に
「
王
審
知
、
字
信
通
、
光
州
固
始
人
。

…
…
唐
末
、
爲
威
武
軍
節
度
・
福
建
觀
察
使
、
累
遷
檢
校
太
保
、
封
琅

邪
郡
王
。
梁
朝
開
國
、
累
加
中
書
令
、
封
閩
王
」
と
あ
る
。
錢
鏐
に
つ

い
て
は
『
舊
五
代
史
』
卷
一
三
三
に
「
錢
鏐
、
杭
州
臨
安
縣
人
…
…

（
錢
）
鏐
於
唐
昭
宗
朝
、
位
至
太
師
、
中
書
令
、
本
郡
王
、
食
邑
二
萬

戸
。
梁
祖
革
命
、
以
（
錢
）
鏐
爲
尚
父
、
呉
越
國
王
」
と
あ
る
。
こ
の

�

�
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

杖
の
所
有
者
た
ち
は
唐
五
代
に
お
い
て
王
と
稱
さ
れ
る
高
位
に
あ
っ
た
。

錢
鏐
は
呉
越
國
の
初
代
の
王
で
あ
り
、
二
〇
一
六
年
十
月
八
日
か
ら
十

一
月
十
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
大
和
文
華
館
の
特
別
展
「
呉
越
國

－

西

湖
に
育
ま
れ
た
文
化
の
精
粹
」
に
、
關
連
す
る
文
物
が
展
示
さ
れ
て
い

た
。

⑥　
「
簧
」
は
笙
の
な
か
で
振
動
さ
せ
て
音
を
出
す
竹
製
の
リ
ー
ド
。『
詩

経
』
小
雅
・
鹿
鳴
に
「
吹
笙
鼓
簧
、
承
筐
是
將
」
と
あ
り
、
そ
の
孔
穎

達
の
疏
に
「
吹
笙
之
時
、
鼓
其
笙
中
之
簧
以
樂
之
」
と
あ
る
。

⑦　

蘇
轍
「
和
子
瞻
鐵
柱
杖
」（『
欒
城
集
』
卷
一
一
）
に
も
「
閩
君
鐵
杖

七
尺
長
、
色
如
黒
虵
氣
如
霜
、
提
㩦
但
恐
汝
無
力
、
撞
堅
過
嶮
安
能

傷
」
と
あ
る
。

⑧　

張
方
平
、
字
は
安
道
。『
宋
史
』
卷
三
一
八
に
列
傳
が
あ
り
、「
守
蜀

日
、
得
眉
山
蘇
洵
與
其
二
子
軾
・
轍
深
器
、
異
之
。
嘗
薦
軾
爲
諌
官
。

軾
下
制
獄
、
又
抗
章
爲
請
、
故
軾
終
身
敬
事
之
、
叙
其
文
、
以
比
孔

融
・
諸
葛
亮
」
と
み
え
る
。
蘇
軾
が
こ
の
と
き
張
方
平
に
抱
い
て
い
た

尊
崇
と
感
謝
の
念
を
お
も
う
と
き
、
あ
え
て
流
謫
の
地
よ
り
贈
っ
た
杖

に
は
、
そ
の
氣
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
張
方

平
は
元
祐
六
年
（
一
〇
九
一
）、
八
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
蘇
軾

「
張
文
定
公
墓
誌
銘
」（『
蘇
軾
文
集
』
卷
一
四
）
は
、
詳
細
に
張
方
平

の
事
績
を
叙
述
し
て
い
る
。

⑨　
『
蘇
軾
全
集
校
注
』（
河
北
人
民
出
版
社　

二
〇
一
〇
年
）
卷
二
五
で

は
、「
蘇
詩
総
案
」
を
引
い
て
元
豐
八
年
五
月
の
作
と
す
る
。

⑩　

駒
澤
大
学
の
禪
學
大
辞
典
編
纂
所
『
禪
學
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店　

一
九
八
五
年
）
に
よ
る
と
、
野
狐
の
禪
と
は
、
真
実
の
坐
禪
辯
道
も
な

く
、
ま
た
大
悟
承
當
の
域
に
も
達
せ
ず
し
て
、
自
ら
得
道
得
法
の
禪
者

の
よ
う
に
振
る
舞
う
似
而
非
禪
を
い
う
。
ま
た
野
狐
精
に
魅
せ
ら
れ
、

真
の
悟
境
に
達
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。『
欒
城
集
』
第
三
集
卷
九

「
書
傳
燈
録
後
」
に
「
忠
叱
之
曰
、「
這
野
狐
精
、
他
心
通
在
什
麽

處
」。」
と
あ
る
。

⑪　

程
倶
「
觀
大
洪
淳
公
送
覺
上
人
頌
演
爲
四
首
」
そ
の
二
（『
北
山

集
』
卷
一
一
）
に
、「
昂
藏
頭
角
聳
摩
天
、
玉
馬
嘶
風
曲
調
全
、
却
向

大
洪
山
頂
上
、
一
聲
驚
散
野
狐
禪
」
と
あ
り
、
野
狐
の
禪
を
驚
散
さ
せ

る
の
は
聲
に
よ
る
と
あ
る
。

⑫　

山
本
和
義
氏
は
、
こ
の
詩
が
「
視
覚
と
聽
覚
の
は
た
ら
き
を
通
し
て

景
と
人
と
を
巧
み
に
描
寫
し
、
文
同
の
起
居
を
そ
の
一
場
面
か
ら
想
見

せ
し
め
る
點
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
と
り
わ
け
蘇
軾
が
重
視
し
た
の
は
、

生
活
の
あ
り
よ
う
に
關
わ
る
詩
の
内
容
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ
れ
る
。

（「
洋
川
園
池
詩
考
」『
南
山
國
文
論
集
』
第
九
號　

一
九
八
五
年
、

『
詩
人
と
造
物
』
研
文
出
版　

二
〇
〇
二
年　

一
七
一
、
一
七
二
頁　

再
録
）

⑬　

蘇
軾
の
音
の
響
き
と
香
り
の
擴
が
り
を
重
ね
た
表
現
は
、
た
と
え
ば

「
次
韻
子
由
緑
筠
堂
」（『
合
注
』
卷
六
）
の
「
谷
鳥
驚
碁
響
、
山
蜂
識

酒
香
」
な
ど
に
も
み
え
る
。

⑭　

蘇
軾
「
與
蔡
景
繁
十
四
首
」（『
蘇
軾
文
集
』
卷
五
五
）
其
の
九
「
臨

皐
南
畔
、
竟
添
却
屋
三
間
、
極
虛
敞
便
夏
、
蒙
賜
不
淺
」、
其
の
十
一

「
近
葺
小
屋
、
強
名
南
堂
、
暑
月
少
舒
、
蒙
徳
殊
厚
、
小
詩
五
絶
、
乞
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不
示
人
」、
蘇
軾
「
祭
蔡
景
繁
文
」（『
蘇
軾
文
集
』
卷
六
三
）「
我
遷
于

黄
、
衆
所
遠
擯
、
惟
子
之
故
、
不
我
籍
轔
」
と
あ
る
。

⑮　

加
納
留
美
子
「
夜
雨
對
牀

－

蘇
軾
兄
弟
を
繫
い
だ
も
の
」（『
日
本
中

國
學
會
報
』
第
六
一
集　

二
〇
〇
九
年
）

⑯　

元
豐
二
年
の
「
予
以
繫
御
史
臺
獄
。
獄
吏
稍
見
侵
。
自
度
不
能
堪
。

死
獄
中
、
不
得
一
別
子
由
。
故
作
二
詩
、
授
獄
卒
梁
成
。
以
遺
子
由
」

（『
合
注
』
卷
一
九
）
と
い
う
題
の
詩
に
詳
し
い
。
山
本
和
義
『
蘇

軾
』（
筑
摩
書
房　

中
國
詩
文
選　

一
九
七
三
年
）
七
一
頁
參
照
。

⑰　

蘇
軾
に
は
ほ
か
に
「
漁
人
收
筒
及
未
曉
、
船
過
惟
有
菰
蒲
聲
」（「
夜

泛
西
湖
五
絶
」
そ
の
三
『
合
注
』
卷
七
）
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

⑱　

川
合
康
三
「
蘇
軾
「
舟
中
夜
起
」
詩
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
藝
論
叢
』

第
六
二
號　

大
谷
大
學
文
藝
學
會　

二
〇
〇
四
年
）

⑲　

横
山
伊
勢
雄
氏
が
蘇
軾
の
黄
州
で
の
詞
に
つ
い
て
「
人
よ
り
自
然
に

向
っ
た
場
で
作
ら
れ
る
も
の
が
多
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

人
事
を
専
ら
と
し
た
東
坡
の
詞
に
、
こ
ま
や
か
な
観
察
と
愛
情
を
も
っ

て
と
ら
え
た
自
然
の
景
物
と
そ
れ
に
對
す
る
感
慨
が
も
ち
こ
ま
れ
る
と

い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
詞
に
お
け
る
新
生
面
で
あ
る
」

（『
宋
代
文
人
の
詩
と
詩
論
』
創
文
社　

二
〇
〇
九
年　

二
〇
六
頁
）

と
さ
れ
る
。
村
上
哲
見
『
宋
詞
研
究
』（
創
文
社　

一
九
七
六
年
）
三

一
三
頁
～
三
一
六
頁
、
莫
礪
鋒
「
從
蘇
詞
蘇
詩
之
異
同
看
蘇
軾
以
詩
爲

詞
」（
北
京
語
言
大
学
『
中
國
文
化
研
究
』
二
〇
〇
二
年
二
期
）
で
は
、

蘇
軾
詞
約
三
五
〇
首
の
う
ち
元
豊
三
年
～
元
豊
八
年
に
百
首
余
り
が
集

中
し
て
制
作
さ
れ
重
要
な
時
期
に
あ
た
る
と
あ
る
。

⑳　

山
本
和
義
『
蘇
軾
』（
筑
摩
書
房　

中
国
詩
文
選　

一
九
七
三
年
）

一
三
五
頁
に
よ
る
。『
蘇
軾
詞
編
年
校
註
』（
中
華
書
局　

二
〇
〇
二

年
）
で
は
元
豐
六
年
の
作
と
あ
る
。

㉑　

同
上　

一
三
七
頁
。

㉒　

韓
愈
「
嘲
鼾
睡
」（『
韓
昌
黎
集
』
外
集　

遺
文
）

㉓　

蘇
軾
は
、
鼾
を
積
極
的
に
日
常
の
音
と
し
て
詩
に
詠
じ
た
。
小
論
で

も
み
た
「
宿
海
會
寺
」（『
合
注
』
卷
十
）
で
「
倒
牀
鼻
息
四
鄰
驚
」
と

あ
り
、「
庚
辰
歳
正
月
十
二
日
天
門
冬
酒
熟
予
自
漉
之
且
漉
且
嘗
遂
以

大
醉
二
首
」（『
合
注
』
卷
四
三
）
そ
の
二
に
「
醉
鄕
杳
杳
誰
同
夢
、
睡

息
齁
齁
得
自
聞
」、「
歐
陽
晦
夫
惠
琴
」（『
合
注
』
卷
四
三
）
に
「
孤
鸞

别
鵠
誰
復
聞
、
鼻
息
齁
齁
自
成
曲
」
と
鼾
の
音
を
「
齁
齁
」
と
い
う
語

で
作
り
上
げ
た
。「
齁
齁
」
の
語
は
後
に
楊
萬
里
・
陸
游
な
ど
の
詩
人

も
用
い
て
い
る
。

㉔　
「
翌
日
喧
傳
、
子
瞻
夜
作
此
辭
、
挂
冠
服
江
邊
拏
舟
、
長
嘯
去
矣
。

郡
守
徐
君
猷
聞
之
驚
且
懼
、
以
爲
州
失
罪
人
、
急
命
駕
往
謁
、
則
子
瞻

鼻
鼾
如
雷
、
猶
未
興
也
。」

㉕　

そ
の
後
も
、
蘇
軾
「
和
陶
移
居
二
首
」
そ
の
一
に
「
歌
呼
雜
閭
巷
、

鼓
角
鳴
枕
席
」（『
合
注
』
卷
四
〇
）
と
あ
り
、
鼓
角
を
寝
た
ま
ま
で
聽

く
姿
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

㉖　

黄
州
に
お
け
る
蘇
軾
と
徐
君
猷
の
交
流
に
關
し
て
は
、
保
刈
佳
昭

「
蘇
軾
の
徐
君
猷
（
大
受
）
に
關
す
る
詞
と
詩
に
つ
い
て
」（『
風
絮
』

四
號　

二
〇
〇
八
年
）
參
照
。

㉗　

横
山
伊
勢
雄
『
宋
代
文
人
の
詩
と
詩
論
』（
創
文
社　

二
〇
〇
九
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

年
）
で
は
「
旅
人
を
第
三
、
四
句
で
黄
州
の
鼓
角
が
引
き
と
め
る
さ
ま

に
表
現
し
て
い
る
の
は
擬
人
法
で
あ
る
。」（
一
三
三
頁
）
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
音
を
出
す
も
の
に
つ
い
て
擬
人
法
を
用
い
た
例
は
、
黄
州
流

謫
以
前
の
作
品
に
「
鐘
聲
自
送
客
、
出
谷
猶
依
依
」（「
遊
浄
居
寺
幷

叙
」（『
合
注
』
卷
二
〇
）
や
、「
塔
上
一
鈴
獨
自
語
、
明
日
顛
風
當
斷

渡
」（「
大
風
留
金
山
兩
日
」『
合
注
』
卷
一
八
）
が
あ
る
。

㉘　

元
豊
五
年
の
蘇
軾
「
西
山
戲
題
武
昌
王
居
士　

幷
引
」（『
合
注
』
卷

二
十
）
の
「
引
」
に
「
予
往
在
武
昌
、
西
山
九
曲
亭
上
有
題
一
句
云
、

玄
鴻
横
號
黄
槲
峴
、
九
曲
亭
即
呉
王
峴
山
、
一
山
皆
槲
葉
」
と
あ
る
。

㉙　
「
多
情
」
と
い
う
語
で
人
間
に
好
意
的
な
自
然
を
表
わ
し
た
も
の
は

「
次
韻
送
徐
大
正
」（『
合
注
』
卷
二
六
）
に
「
多
情
明
月
邀
君
共
、
無

價
青
山
爲
我
賒
」、「
次
韻
詹
適
宣
徳
小
飲
巽
亭
」（『
合
注
』
卷
三
一
）

に
「
歸
去
多
情
雨
、
應
隨
御
史
軒
」
と
あ
る
。
鼓
角
の
よ
う
な
物
に
使

わ
れ
た
例
と
し
て
は
「
姪
安
節
遠
來
夜
坐　

三
首
」（『
合
注
』
卷
二

一
）
そ
の
一
に
「
遮
眼
文
書
原
不
讀
、
伴
人
燈
火
亦
多
情
」
と
み
え
る
。

㉚　

錢
鍾
書
『
管
錐
編
』「
全
上
古
秦
漢
三
國
六
朝
文
」
二
六
（『
全
漢

文
』
卷
四
二
）
の
論
に
よ
る
と
、
錢
氏
は
、
す
ぐ
れ
た
音
樂
が
人
の
心

を
深
く
動
か
す
ゆ
え
に
悲
哀
に
み
ち
び
く
と
し
て
、『
禮
記
』
樂
記
の

「
絲
聲
は
哀
な
り
」
に
つ
い
て
の
孔
穎
達
の
疏
に
「
哀
は
怨
な
り
。
聲

音
の
體　

婉
妙
な
る
が
故
に
哀
し
み
怨
む
を
謂
う
」
と
あ
る
な
ど
の
例

を
示
す
。
ま
た
嵆
康
の
「
琴
の
賦
」（『
文
選
』
卷
一
八
）
に
「
其
の
聲

音
を
賦
す
れ
ば
、
則
ち
悲
哀
を
以
て
主
と
爲
し
、
其
の
感
化
を
美
む
れ

ば
、
則
ち
垂
涕
を
以
て
貴
し
と
爲
す
」
と
あ
る
な
ど
か
ら
、「
悲
」

「
哀
」
は
漢
魏
以
来
、
す
ぐ
れ
た
音
樂
の
も
た
ら
す
感
動
を
い
っ
て
い

る
、
と
論
じ
て
い
る
。

㉛　

蘇
軾
よ
り
後
に
は
、
楊
時
（
一
〇
五
三
～
一
一
三
五
）
の
「
南
康
値

雨
」（『
龜
山
集
』
卷
三
九
）
に
、「
江
頭
一
夜
雨
銜
天
、
奔
浪
號
風
作

悲
徤
」
と
あ
る
。「
徤
」
は
「
健
」
と
同
意
で
あ
る
。

㉜　

吉
川
幸
次
郎
「
鼓
角
」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
一
二
卷　

筑
摩
書

房　

一
九
六
八
年　

四
六
七
頁
）
参
照
。

㉝　

戰
亂
の
世
に
あ
っ
て
は
そ
れ
こ
そ
が
日
常
か
も
し
れ
な
い
が
、
戰
亂

は
日
常
生
活
を
亂
す
と
い
う
意
味
で
非
日
常
と
捉
え
た
い
。
鼓
角
は
も

ち
ろ
ん
蘇
軾
の
後
も
戰
亂
を
象
徴
す
る
音
と
し
て
詠
じ
ら
れ
た
。
陸
游

「
聞
鼓
角
感
懷
」（『
劍
南
詩
稿
』
卷
一
八
）
は
、
鼓
角
を
詩
題
に
し
、

「
鼓
坎
坎
、
角
嗚
嗚
、
四
鼓
欲
盡
五
鼓
初
、
老
眼
不
寐
如
鰥
魚
、
撫
枕

起
坐
涕
泗
濡
…
…
中
原
煙
塵
一
埽
除
、
龍
舟
泝
汴
還
東
都
」
と
あ
る
。

㉞　
「
鼉
憤
龍
愁
」
の
意
味
は
、
こ
こ
で
は
蘇
轍
「
黄
州
快
哉
亭
記
」

（『
欒
城
集
』
卷
二
四
）
の
黄
州
を
流
れ
る
長
江
の
風
物
の
妙
を
描
い

た
「
晝
則
舟
楫
出
沒
於
其
前
、
夜
則
魚
龍
悲
嘯
於
其
下
、
變
化
倐
忽
、

動
心
駭
目
、
不
可
久
視
」
と
い
う
表
現
と
重
ね
て
捉
え
た
い
。

㉟　
「
蘇
東
坡
の
一
生
と
そ
の
詩
」（『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
三
卷　

筑

摩
書
房　

一
九
九
七
年　

九
四
頁
）。

㊱　

山
本
和
義
『
蘇
軾
』（
筑
摩
書
房　

中
國
詩
文
選　

一
九
七
三
年
）

二
〇
九
頁
。

㊲　

蘇
轍
「
東
坡
先
生
墓
誌
銘
」（『
合
注
』
附
録
一
）
に
「
初
僦
官
屋
以

庇
風
雨
、
有
司
猶
謂
不
可
、
則
買
地
築
室
、
昌
化
士
人
畚
土
運
甓
以
助
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之
、
爲
屋
三
間
」
と
い
う
。

㊳　
「
夜
夢　

幷
引
」（『
合
注
』
卷
四
一
）
に
「
夜
夢
嬉
遊
童
子
如
、
父

師
檢
責
驚
走
書
、
計
功
當
畢
春
秋
餘
、
今
乃
粗
及
桓
荘
初
」
と
あ
る
。

㊴　

上
掲
書　

二
一
〇
頁
。

㊵　

孔
凡
禮
『
蘇
軾
年
譜
』
は
、
元
符
三
年
（
一
一
〇
〇
）
の
二
月
二
四

日
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
小
論
で
は
山
本
和
義
氏
が
示
さ
れ
た
年
代

に
隨
う
。

㊶　

杜
甫
に
「
夜
聽
許
十
一
誦
詩
愛
而
有
作
」（『
杜
詩
詳
注
』
卷
三
）
と

題
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
子
供
が
科
擧
の
た
め
に
聲
を
出
し
て
書
を

誦
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
蘇
軾
の
後
「
誦
書
」
を
詩
題
と
し
た
も

の
と
し
て
、
黄
庭
堅
「
考
試
局
與
孫
元
忠
博
士
竹
間
對
窻
、
夜
聞
元
忠

誦
書
聲
調
悲
壯
、
戲
作
竹
枝
歌
三
章
和
之
」（『
山
谷
集
』
卷
五
）、
陸

游
「
休
日
與
客
燕
語
、
既
去
聽
小
兒
誦
書
、
因
復
作
草
數
紙
」（『
劍
南

詩
稿
』
卷
一
九
）
な
ど
が
あ
る
。

㊷　

こ
の
題
名
に
も
蘇
軾
の
工
夫
が
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
の
題
名
を
見
た

者
に
、
ま
ず
「
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
」
と
興
味
を
引
き
出
す
こ

と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
東
坡
志
林
』
卷
一
「
柳

子
厚
詩
云
、
盛
時
一
失
貴
反
賤
、
桃
笙
葵
扇
安
可
常
、
不
知
桃
笙
爲
何

物
、
偶
閲
方
言
、
簟
、
宋
魏
之
間
、
謂
之
笙
。
乃
悟
桃
笙
、
以
桃
竹
爲

簟
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蘇
軾
が
柳
宗
元
の
詩
の
な
か
に
「
桃
笙
」
と

い
う
言
葉
を
み
つ
け
て
疑
問
を
抱
い
た
自
ら
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

㊸　

王
十
朋
（
一
一
一
二
～
七
一
）
の
編
と
稱
さ
れ
、
多
く
の
宋
代
の
注

釈
家
の
説
を
集
め
、
詩
を
題
に
よ
っ
て
分
類
し
て
排
列
し
た
も
の
。

『
施
注
蘇
詩
』
の
「
註
蘇
例
言
」
邵
長
蘅
子
湘
纂
に
、「
永
嘉
王
氏
註

本
孤
行
最
久
。
幾
于
家
有
其
書
。
顧
其
失
、
大
要
有
三
不
能
曲
爲
諱
也
。

一
曰
分
門
別
類
失
之
陋
…
」
と
批
判
す
る
。
近
年
の
王
友
勝
『
蘇
詩
研

究
史
稿
』（
中
華
書
局　

二
〇
一
〇
年
）
第
二
章
「
宋
人
對
蘇
詩
文
献

的
整
理
與
研
究
」
の
第
三
節
「
王
十
朋
與
『
王
状
元
集
百
家
註
分
類
東

坡
先
生
詩
』
研
究
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㊹　

川
合
康
三
氏
前
掲
論
文
。

㊺　
「
蘇
軾
と
「
琴
」」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
八
集　

一
九
九
六

年
）。

㊻　

こ
の
「
琴
枕
」
と
い
う
枕
は
、
蘇
軾
の
詩
に
詠
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
こ
そ
、
初
め
て
拡
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
蘇
軾

の
師
で
あ
る
歐
陽
修
に
「
琴
枕
の
説
」（『
歐
陽
修
全
集
』
卷
一
三
〇　

試
筆
）
が
あ
り
、
そ
れ
は
琴
枕
と
い
う
物
體
で
は
な
く
、
枕
の
こ
と
琴

の
こ
と
が
別
々
に
述
べ
ら
れ
た
文
で
あ
る
。
も
し
「
琴
枕
」
と
い
う
ア

イ
テ
ム
が
存
在
し
、
熟
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
な
ら
、
歐
陽
修
が
こ
の
よ

う
に
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

㊼　

曹
勛
「
山
居
雜
詩
」（『
松
隠
集
』
卷
二
五
）
に
「
牛
鬬
攪
夕
眠
、
缾

笙
不
成
曲
」、
陸
游
「
初
睡
起
有
作
」（『
劍
南
詩
稿
』
卷
四
四
）
に

「
老
夫
徐
下
榻
、
負
火
聽
缾
笙
」
な
ど
と
「
缾
笙
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

㊽　
「
蘇
東
坡
の
文
学

－

そ
の
多
面
性
」
に
お
い
て
、
黄
州
流
謫
期
に
門

人
の
秦
觀
に
與
え
た
書
簡
に
つ
い
て
「
こ
の
よ
う
な
日
常
の
瑣
事
を
述
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蘇
軾
に
お
け
る
日
常
の
音
（
中
）

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
簡
の
相
手
に
安
心
感
を
與
え
る
。
文
章
の
技

巧
と
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
し
か
し
な
か
な
か
ま
ね
る
こ

と
も
む
ず
か
し
い
。
や
は
り
こ
れ
も
、
東
坡
の
獨
壇
場
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
」
と
さ
れ
る
（『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
三
卷　

筑
摩
書
房　

一

九
九
七
年　

八
二
頁
）。

㊾　
『
中
國
詩
人
選
集
二
集　

蘇
軾　

上
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
二
年
）

一
〇
頁
。

㊿　
『
中
國
詩
人
選
集
二
集　

宋
詩
概
説
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
二
年
）

四
頁
。

�　

笑
い
聲
は
詩
の
な
か
で
自
分
と
他
の
世
界
を
切
り
離
す
役
割
を
も
担

っ
て
き
た
。
例
え
ば
王
維
の
「
班
婕
妤
三
首
」
そ
の
三
（『
王
右
丞
集

箋
注
』
卷
十
三
）
で
は
「
怪
來
妝
閣
閉
、
朝
下
不
相
迎
、
總
向
春
園
裏
、

花
間
笑
語
聲
」
と
疎
外
感
を
強
め
る
笑
い
聲
が
詠
じ
ら
れ
る
。
入
谷
仙

介
氏
は
、『
詩
人
の
視
線
と
聽
覺
』（
研
文
出
版　

二
〇
一
一
年
）
の

「
王
維
の
詩
に
お
け
る
音
聲
表
現
」
に
お
い
て
「
君
王
に
寵
愛
さ
れ
る

が
ゆ
え
に
朋
輩
に
妬
ま
れ
る
宮
女
の
孤
獨
を
詠
じ
る
。
哀
切
な
連
作
の

一
篇
…
…
自
室
に
引
き
こ
も
る
彼
女
の
耳
に
響
く
、
朋
輩
た
ち
の
春
園

の
さ
ん
ざ
め
き
は
、
彼
女
を
嘲
笑
す
る
が
ご
と
く
に
け
た
た
ま
し
い
」

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
笑
聲
は
壁
の
ご
と
く
自
他
の
間
を
引
き
裂

き
冷
た
く
響
く
。
蘇
軾
の
「
笑
聲
」
は
そ
れ
と
は
對
照
的
な
意
味
を
も

つ
。

�　

こ
の
蘇
軾
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
日
常
の
音
の
描
寫
へ
の
扉
は
、
た
と

え
ば
陸
游
に
よ
っ
て
「
題
醉
中
所
作
草
書
卷
後
」（『
劍
南
詩
稿
』
卷

七
）
に
「
何
時
夜
出
五
原
塞
、
不
聞
人
語
聞
鞭
聲
」
と
、「
步
至
近

村
」（『
劍
南
詩
稿
』
卷
二
五
）
に
「
荒
堤
經
雨
多
牛
跡
、
村
舍
無
人
有

碓
聲
」
な
ど
と
詠
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。「
臨
安
春
雨
初
霽
」（『
劍
南
詩
稿
』
卷
一
七
）
の
「
小
樓
一
夜

聽
春
雨
、
深
巷
明
朝
賣
杏
花
」
に
つ
い
て
は
、
小
川
環
樹
氏
が
、「
し

と
し
と
と
屋
根
を
ぬ
ら
し
た
し
の
び
や
か
な
春
雨
の
音
が
い
つ
し
か
や

ん
で
、
春
の
一
夜
あ
く
れ
ば
早
く
も
薄
紅
の
ア
ン
ズ
の
花
を
よ
び
歩
く

花
賣
り
の
高
ら
か
な
聲
が
町
の
奥
に
も
ひ
び
い
て
來
る
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
川
環
樹
氏
が
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
た
一
句
な
の
で

あ
る
（『
小
川
環
樹
全
集
』
第
三
冊
四
三
四
頁
「
物
賣
り
の
聲
」）。
そ

れ
は
小
論
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
日
常
の
音
を
愛
お
し
む
よ
う
に
詩

に
詠
じ
た
蘇
軾
、
彼
か
ら
色
濃
く
影
響
を
受
け
た
陸
游
が
成
し
遂
げ
た
、

音
を
映
し
出
し
た
宋
代
文
學
作
品
の
結
晶
で
あ
ろ
う
。

付
記

　

本
論
文
は
天
理
大
學
の
特
別
研
究
員
（
國
内
研
究
）
と
し
て
、
二
〇
一

六
年
四
月
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
期
間
、
京
都
大
學
文
學
部
で
調
査

研
究
に
専
念
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

多
方
面
に
わ
た
り
勞
を
お
と
り
く
だ
さ
っ
た
緑
川
英
樹
先
生
の
ご
厚
意
に

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
こ
の
期
間
、
と
り
わ
け
文
學
部
圖
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
「
小
川
環
樹
遺
贈
」
と
さ
れ
る
『
増
刊
校
正
王
状
元
集
註
分
類

東
坡
先
生
詩
』（
廬
陵
須
渓　

劉
辰
翁
批
點　
　

明
暦
丙
申
大
呂
吉
辰　

書
房　

洛
陽
今
出
川　

林
和
泉
掾
板
行　

松
柏
堂
）（
中
哲
文　

Ｄ
Ⅱ
ｅ
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）
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
と
て
も
光
栄
に
思

う
。
浅
學
の
身
に
、
蘇
軾
の
詩
を
讀
む
と
い
う
こ
と
を
小
川
先
生
が
親
し

く
教
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
氣
さ
え
し
た
。
こ
の
書
を
京
都
大
學
文
學
部

所
蔵
と
す
る
よ
う
計
ら
っ
て
く
だ
さ
っ
た
山
本
和
義
先
生
・
興
膳
宏
先
生

に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。




