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香
取
（
神
漢A

0
1

4

） 
「
屈
原
と
楚
辞
」
第
四
回 

  

「
離
騒
の
後
半
」
テ
キ
ス
ト 

離 

騒
（
終
り
な
き
憂
愁
の
う
た
）
屈
原 

 

訳
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
黒
須
重
彦
訳
を
一
部
修
正
。 

「
離
騒
」
の
後
半
（
第
十
段
以
降
） 

人
間
社
会
に
絶
望
し
た
主
人
公
が
、
天
上
世
界
へ
と
飛
躍
し
、
天
界
の
遊
行
の
中
で
、
理
想
を
追

い
求
め
る
様
子
を
詠
う
。 

心
に
深
い
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
、
さ
ま
よ
い
続
け
た
主
人
公
は
、
さ
す
ら
い
の
果
て
に
九
疑
山

き

ゅ

う

ぎ

さ

ん

の
舜
帝
の
霊
前
に
た
ど
り
着
く
（
第
九
段
）
。 

舜
帝
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
思
い
の
た
け
を
述
べ
つ
く
し
た
主
人
公
に
、
突
然
ひ
と
つ
の
啓
示
が

降
り
て
く
る
。
主
人
公
は
そ
の
啓
示
に
従
っ
て
、
遠
く
神
々
の
世
界
へ
と
旅
立
つ
。 

目

次 

１
．
離
騒
の
後
半
（
第
十
段
～
十
六
段
） 

第

十

段
： 

天
界
へ
遊
行
。
天
帝
の
門
は
開
か
れ
ず
、
人
の
ね
た
み
を
悲
し
む
。
こ
の
段
の
幻
想

的
な
叙
述
は
、
雄
大
華
麗
、
実
に
「
離
騒
」
篇
の
圧
巻
で
あ
る
。 

第
十
一
段
： 

美
女
を
求
め
る
旅
を
続
け
る
が
、
得
ら
れ
な
い
。
佞
人
は
善
を
蔽
い
悪
を
ほ
め
る
、

ま
た
君
主
が
実
情
を
知
ら
な
い
と
嘆
く
。 

第
十
二
段
： 

巫み

こ

霊れ

い

氛ふ

ん

に
占
わ
せ
て
、
今
後
の
行
動
を
決
し
よ
う
と
す
る
。 

第
十
三
段
： 

巫
咸

ふ

か

ん

は
同
じ
志
操
の
君
主
を
求
め
て
、
今
の
ま
だ
老
年
に
な
ら
ぬ
う
ち
に
出
発
す
る

よ
う
に
勧
め
る
。 

第
十
四
段
： 

せ
め
て
自
分
の
佩お

び
物
の
よ
う
に
香
り
高
く
志
操
を
守
り
、
ま
だ
わ
が
容
色
の
美
し

い
間
に
、
あ
ま
ね
く
天
地
を
上
下
し
て
、
美
人
を
求
め
て
一
緒
に
な
り
た
い
（
理
想

の
君
主
を
得
て
仕
え
た
い
）
。 

第
十
五
段
： 

い
よ
い
よ
自
分
の
あ
こ
が
れ
の
乙
女
、
知
己

ち

き

を
も
と
め
て
、
遠
征
の
途
に
上
が
る
。

途
中
で
は
る
か
下
界
の
楚
国
に
故
郷
が
真
下
に
ち
ら
り
と
見
え
る
と
、
強
い
思
郷
の

念
に
駆
ら
れ
、
足
も
立
ち
す
く
み
進
む
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
こ
の
段
は
「
離

騒
」
篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
べ
き
も
の
。 

第
十
六
段
： 

結
語 

２
．
離
騒
の
後
世
詩
文
へ
の
影
響 

 
 

①
李
白 

古
風
其
一 

 
 

②
楚
辞 

日
本
へ
の
影
響 
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第
十
段 

◆
 

天
界
へ
遊
行
。 

◆
 

霊
均
は
重
華
に
辞
を
陳
べ
お
わ
る
と
、
広
大
な
宇
宙
の
旅
に
出
か
け
る
。
伝
説
の
神
秘
な
天
の

は
て
に
、
天
体
や
風
雲
の
神
々
と
共
に
歴
遊
す
る
が
、
天
帝
の
門
は
開
か
れ
ず
、 

日
は
暮
れ

よ
う
と
す
る
の
に
、
求
め
る
佳
人
に
は
め
ぐ
り
遇
え
ず
、
世
は
混
濁
し
て
、
人
の
ね
た
み
を
悲

し
む
。
こ
の
段
の
幻
想
的
な
叙
述
は
、
雄
大
華
麗
、
実
に
「
離
騒
」
篇
の
圧
巻
で
あ
る
。 

け
れ
ど
も
は
る
か
な
る
舜
帝
の
霊
廟
に
裾
を
敷
い
て

跪
ひ
ざ
ま
ず

い
て
、
わ
が
思
い
を
述
べ
終
る
と
、
神
の

声
は
あ
き
ら
か
に
、
心
に
明
る
く
正
し
い
道
を
得
た
心
地
が
し
て
、
四
頭
の
虬

き
ょ
う

に
曳
か
せ
た
鷖

え

い

の
鳥

に
乗
り
、
た
ち
ま
ち
風
を
迎
え
て
空
に
昇
っ
た
。 

朝
、
舜
帝
の
霊
廟
の
地
、
蒼
梧

そ

う

ご

を
出

い
で

立
っ
て
、
夕
に
は
天
帝
の
住
む
聖
な
る
崑
崙

こ
ん
ろ
ん

山
の
県

け
ん

圃ぽ

に
着
い
た
。
し

ば
ら
く
こ
の
美
し
い
天
門
に
休
も
う
と
す
れ
ば
、
日
は
見
る
見
る
う
ち
に
暮
れ
か
か
る
。 

太
陽
の
御
者
義
和

ぎ

わ

に
歩
み
を
ゆ
る
ま
せ
、
日
の
沈
む
西
の
山
、
崦
磁

え

ん

じ

山
に
近
づ
か
せ
ず
、
は
る
ば

る
と
遠
い
路
を
の
ぼ
り
く
だ
っ
て
聖
な
る
国
に
よ
き
ひ
と
を
捜
し
求
め
る
。 

わ
が
馬
に
日
の
神
の
浴
す
る
咸か

ん

池ち

で
水
飲
ま
せ
、
わ
が
手
綱
を
神
木
扶
桑

ふ

そ

う

に
結
び
、
夜
光
る
と
い

う
若
木
を
折
っ
て
日
を
払
い
、
し
ば
ら
く
あ
た
り
を
逍
遥
し
よ
う
。 

望
舒

ぼ

う

じ

ょ

（
月
の
御
者
）
を
先
駆
に
立
て
、
飛ひ

廉れ

ん

（
風
の
神
）
を
あ
と
に
し
た
が
え
、
鸞ら

ん

皇こ

う

（
鳳
凰

ほ

う

お

う

の

類
）
は
私
の
た
め
に
道
を
払
う
が
、
雷
神
は
さ
ら
に
雲
と
虹
と
を
供
ぞ
ろ
え
に
加
え
る
こ
と
を
い
う
。 

そ
こ
で
鳳
凰
を
高
く
飛
ば
せ
、
夜
を
日
に
つ
い
で
急
が
せ
、
雲
と
虹
を
迎
え
に
や
る
と
、
瓢
風

ひ
ょ
う
ふ
う

（
つ
む
じ
風
）
は

ど
っ
と
集
ま
り
ま
た
散
っ
て
、
雲
と
虹
を
つ
れ
て
や
っ
て
来
て
、
天
帝
の
も
と
へ
と
案
内
す
る
。 

わ
が
行
列
に
雲
が
む
ら
が
り
ま
た
散
っ
て
、
乱
れ
き
ら
め
き
上
下
し
て
進
ん
で
行
っ
た
。 

さ
て
天
門
の
番
人
に
門
を
開
け
と
い
え
ば
、
彼
は
門
に
寄
り
掛
っ
て
そ
し
ら
ぬ
顔
で
見
て
い
る
ば
か
り
。 

日
は
う
す
暗
く
暮
れ
か
か
る
に
、
私
の
心
を
伝
え
る
す
べ
な
く
幽

ゆ

う

蘭
ら

ん

を
結
ん
で
む
な
し
く
佇
む
。 

世
は
乱
れ
濁
っ
て
よ
し
あ
し
も
分
た
ず
、
こ
こ
で
も
ま
た
好
ん
で
人
の
美
を
蔽お

お

い
ね
た
む
の
か
。 

注
）
●

虬…

龍
の
子
で
角
の
あ
る
も
の
。 

●

鷖…

鳳
凰
の
一
種
。 

●

蒼
梧…

山
名
。
九
疑
山
と
同

じ
。
●

崑
崙
山…

中
国
の
西
方
に
あ
る
山
名 

●

県
圃…

崑
崙
山
上
の
神
の
園
。 

●

崦
磁
山…

甘
粛

省
天
水
県
西
に
あ
る
山
名
。 

●

幽
蘭…

人
里
離
れ
た
奥
深
い
所
で
咲
く
蘭
、
最
も
香
が
よ
い
と
い
う
。 

跪
敷
衽
以
陳
辭
兮
，
耿
吾
既
得
此
中
正
。 

跪
ひ
ざ
ま
ず

き
衽

じ

ん

を
敷
き
て
以
て
辞
を
陳の

べ
、
耿あ

き

ら
か
に
吾
既
に
此
の
中
正

ち
ゅ
う
せ
い

を
得
た
り
。 

駟
玉
虯
以
桀
鷖
兮
，
溘
埃
風
余
上
征
。 

玉
虯

ぎ
ょ
く
き
ゅ
う

を
駟し

と
し
て
以
て
鷖え

い

に
乗
り
、
溘

た
ち
ま

ち
風
に
埃

ほ
こ
り

あ
げ
て
余よ

上の

ぼ

り
征
く
。 



鑑賞会 A 250626「屈原と楚辞」4   3 / 23 

 
朝
發
軔
於
蒼
梧
兮
，
夕
余
至
乎
縣
圃
。 

朝
に
軔

じ

ん

を
蒼
梧

そ

う

ご

に
発
し
、
夕
に
余よ

県
圃

け

ん

ぽ

に
至
る
。 

欲
少
留
此
靈
瑣
兮
，
日
忽
忽
其
將
暮
。 

少
し
ば
ら

く
此
の
霊
瑣

れ

い

さ

に
留
ま
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
日
は
忽
忽
と
し
て
其
れ
将

ま
さ

に
暮
れ
ん
と
す
。 

吾
令
羲
和
弭
節
兮
，
望
崦
嵫
而
勿
迫
。 

吾
羲
和

ぎ

わ

を
し
て
節
を
弭と

ど

め
て
、
崦
嵫

え

ん

じ

を
望
ん
で
迫
る
こ
と
勿な

か
ら
し
む
。 

路
曼
曼
其
修
遠
兮
，
吾
將
上
下
而
求
索
。 

路
は
曼
曼
と
し
て
其
れ
脩

し
ゅ
う

遠え

ん

な
り
、
吾
将
に
上
下
し
て
求
索

き
ゅ
う
さ
く

せ
ん
と
す
。 

飲
余
馬
於
咸
池
兮
，
總
余
轡
乎
扶
桑
。 

余
が
馬
を
咸か

ん

池ち

に
飲

み
ず
か

い
、
余
が
轡

た
づ
な

を
扶
桑

ふ

そ

う

に
結
ぶ
。 

折
若
木
以
拂
日
兮
，
聊
逍
遙
以
相
羊
。 

若
木

じ
ゃ
く
ぼ
く

を
折
り
て
以
て
日
を
払
い
、
聊

い
さ
さ

か
逍
遙
し
て
以
て
相

し
ょ
う

羊
よ

う

す
。 

前
望
舒
使
先
驅
兮
，
後
飛
廉
使
奔
屬
。 

望
舒

ぼ

う

じ

ょ

を
前
に
し
て
先
駆
せ
し
め
、
飛ひ

廉れ

ん

を
後

う
し
ろ

に
し
て
奔ほ

ん

属ぞ

く

せ
し
む
。 

鸞
皇
爲
余
先
戒
兮
，
雷
師
告
余
以
未
具
。 

鸞
皇 

余
が
為
に
先
ず
戒
め
、
雷
師

ら

い

し

余よ

に
告
ぐ
る
に
未
だ
具そ

な

わ
ら
ざ
る
を
以
て
す
。 

吾
令
鳳
鳥
飛
騰
兮
，
繼
之
以
日
夜
。 

吾 

鳳
凰

ほ

う

お

う

を
し
て
飛
騰

ひ

と

う

せ
し
め
、
之
に
継
ぐ
に
日
夜
を
以
て
す
。 

飄
風
屯
其
相
離
兮
，
帥
雲
霓
而
來
御
。 

飄
風

ひ
ょ
う
ふ
う

屯あ

つ

ま
り
て
其
れ
相あ

い

離
れ
、
雲
霓

う

ん

げ

い

を
師ひ

き

い
て
来
り
御む

か

う
。 

紛
總
總
其
離
合
兮
，
斑
陸
離
其
上
下
。 

紛
と
し
て
総
総
と
し
て
其
れ
離
合
し
、
斑
と
し
て
陸
離
と
し
て
其
れ
上
下
す
。 

吾
令
帝
閽
開
關
兮
，
倚
閶
闔
而
望
予
。 

吾 

帝
閽

て

い

こ

ん

を
し
て
関か

ん

を
開
か
し
め
ん
と
す
れ
ば
、
閶
闔

し
ょ
う
こ
う

に
倚よ

り
て
予
を
望
む
。 

時
曖
曖
其
將
罷
兮
，
結
幽
蘭
而
延
佇
。 

時
は
曖
曖

あ

い

あ

い

と
し
て
其
れ
将ま

さ

に
罷き

わ

ま
ら
ん
と
し
、
幽ゆ

う

蘭ら

ん

を
結
ん
で
延
佇

え

ん

ち

ょ

す
。 

世
溷
濁
而
不
分
兮
，
好
蔽
美
而
嫉
妒
。 

世 

溷
濁

こ

ん

だ

く

し
て
分
か
た
ず
、
好
ん
で
美
を
蔽お

お

い
て
嫉
妬

し

っ

と

す
。 

注
） ●

衽…

上
衣
の
前
。 

●

軔…

車
輪
を
止
め
る
木
。 

●

霊
瑣…

神
霊
の
国
に
入
る
門
。 

●

相
羊…

行
き
つ
戻
り
つ
し
て
進
ま
な
い
さ
ま
。
●

紛…

入
り
乱
れ
る
さ
ま
。 

 

●

總
總…

集
ま
る
さ
ま
。 

●

斑…

分
散
す
る
。 

●

陸
離…

美
し
い
形
容
。
き
ら
め
く 

 

●

帝
閽…

天
帝
の
門
番
。 

●

閶
闔…

天
の
門
の
名
。 

●

曖
曖…

う
す
ぐ
ら
く
夕
暮
れ
る
さ
ま
。 
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第
十
一
段 

◆
 

美
女
を
求
め
る
旅
を
続
け
る
が
、
得
ら
れ
な
い
。
佞
人
は
善
を
蔽
い
悪
を
ほ
め
る
、
ま
た
君
主

が
実
情
を
知
ら
な
い
と
嘆
く
。 

◆
 

霊
均
は
西
の
か
た
白
水
を
渡
り
、
閬
風

ら

ん

ふ

う

山
を
尋
ね
た
が
、
高
丘
に
は
求
め
る
神
女
は
い
な
い
の
で
、

忽
ち
東
方
の
春
宮
に
遊
び
、
下
界
の
伝
説
の
美
女
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
宓ふ

く

妃ひ

に
申
し
入

れ
る
が
彼
女
の
気
に
入
ら
ず
、
窮

き
ゅ
う

石せ

き

に
宿
っ
た
彼
女
は
夫
羿げ

い

と
淫
楽
し
て
無
礼
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
捨
て
て
有
娀

ゆ
う
じ
ょ
う

の
美
女
に
申
し
入
れ
る
が
、
高
辛

こ

う

し

ん

氏
に
後
れ
て
成
功
し
な
い
。
次
に
有ゆ

う

虞ぐ

の
二
女

に
望
み
を
か
け
る
が
、
こ
れ
も
少
康

し
ょ
う
こ
う

に
得
ら
れ
て
し
ま
う
。
求
め
る
佳
人
は
閨
の
奥
深
く
に
住
ん

で
い
る
の
で
意
を
達
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
君
主
は
実
情
を
知
ら
ず
、
侫
人
は
善
を
蔽
い
悪
を

ほ
め
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
と
い
つ
ま
で
も
共
に
い
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
嘆
く
の
で
あ
る
。 

 

夜
明
け
て
白
水
を
渡
り
、
そ
の
道
す
が
ら
、
閬
風

ら

ん

ふ

う

の
山
に
馬
を
つ
な
い
で
休
も
う
と
し
て
、
ふ
と

ふ
り
返
り
見
て
は
涙
を
流
し
、
こ
の
崑
崙
の
高
丘
に
も
美
女
の
居
ら
ぬ
の
を
哀
し
む
。 

今
は
仕
方
な
く
東
方
の
神
、
神
青せ

い

帝て

い

の
春
宮
に
遊
び
、
玉
の
枝
を
折
っ
て
佩は

い

物
に
継
ぎ
、
こ
の
花

の
ま
だ
散
ら
ぬ
間
に
、
下
界
の
よ
き
ひ
と
を
尋
ね
て
贈
ろ
う
。 

豊ほ

う

隆
り
ゅ
う

（
雷
神
）
に
命
じ
て
雲
に
乗
り
、
古
の
神
女
で
あ
る
宓ふ

く

妃き

（
伏
羲
氏
の
娘
）
の
居
る
所
を
さ

が
さ
せ
て
、
佩
帯
を
解
い
て
言
葉
を
結
び
、
雷
神
を
し
て
蹇け

ん

脩
し
ょ
う

（
伏
羲
の
臣
）
に
た
の
ん
で
求
婚
の

申
し
入
れ
を
さ
せ
た
。 

雷
神
は
行
き
つ
戻
り
つ
離
れ
つ
合
い
つ
入
り
乱
れ
た
が
、
「
宓ふ

く

妃ひ

の
心
は
た
ち
ま
ち
背そ

む

い
て
此
方

へ
は
来
ぬ
」
、
と
。
彼
女
は
夕

ゆ
う
べ

に
窮

き
ゅ
う

石
せ
き

の
夫
羿げ

い

の
も
と
に
宿
り
、
朝
は
洧
盤

い

ば

ん

川
の
水
で
髪
を
洗
う
の
だ
。 

自
分
の
そ
の
美
し
さ
に
驕お

ご

り
た
か
ぶ
り
、
日
々
に
羿げ

い

と
楽
し
み
た
わ
む
れ
て
い
る
。 

ま
こ
と
に
美
し
い
と
は
い
え
礼
節
も
な
い
。
「
よ
し
こ
れ
を
見
棄
て
て
ほ
か
を
さ
が
そ
う
」
、
と
。 

世
界
四
方
の
は
て
を
見
渡
し
て
、
天
を
巡
っ
て
地
に
降
れ
ば
、
瑤

よ

う

台
だ

い

（
玉
の
う
て
な
）
の
高
い
所

に
有
娀

ゆ
う
じ
ょ
う

氏
の
美
女
を
見
つ
け
た
。 

そ
こ
で
鴆ち

ん

（
鳥
の
名
）
に
た
の
ん
で
媒ば

い

（
仲
人
）
さ
せ
る
と
、
毒
を
持
つ
鴆
は
あ
し
ざ
ま
に
彼
女

を
そ
し
っ
た
。
雄
鳩
は
鳴
き
な
が
ら
飛
ん
で
行
っ
た
が
、
そ
の
口
ば
か
り
達
者
な
の
を
私
は
憎
む
。 

心
た
め
ら
い
う
た
が
い
つ
つ
、
さ
り
と
て
自
分
で
行
く
こ
と
も
な
ら
ず
、 
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鳳
凰
が
詒

お
く
り

も
の
を
授
け
た
上
は
、
恐
ら
く
は
聖
王
の
高
辛

こ

う

し

ん

氏
が
先
に
娶め

と

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

遠
く
行
こ
う
と
し
て
あ
て
も
な
く
、
し
ば
ら
く
さ
ま
よ
い
遊
び
つ
つ
、
少
康

し
ょ
う
こ
う

が
ま
た
娶め

と

ら
ぬ
う
ち

に
、
有

ゆ

う

虞ぐ

国
の
桃
氏
の
二
女
を
引
き
と
め
よ
う
。 

だ
が
申
し
入
れ
の
こ
と
ば
も
弱
く
媒ば

い

も
拙

つ
た
な

く
、
求
婚
の
あ
て
に
な
ら
ぬ
の
を
私
は
恐
れ
る
。 

世
の
中
は
乱
れ
汚
れ
て
賢
者
を
嫉ね

た

み
、
好
ん
で
人
の
美
を
隠
し
て
悪
し
き
を
い
う
。 

あ
あ
深し

ん

閏け

い

の
美
女
は
求
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
聡
明
な
君
主
も
め
ざ
め
給
わ
ぬ
。
わ
が
お
も
い
を

胸
に
い
だ
い
て
の
べ
ぬ
ま
ま
に
、
ど
ち
ら
を
向
い
て
も
行
き
づ
ま
り
、
わ
が
生
を
か
く
て
終
え
る
こ

と
が
で
よ
う
か
。 

注
）
●

白
水…

崑
崙
山
か
ら
出
る
河
。
●

閬
風…
崑
崙
山
の
近
く
の
山
。 

●

窮
石…

甘
粛
省
の
山
の

名
。
●

洧
盤…

崦
磁
山
に
源
を
発
す
る
水
名
。
●

瑤
台…
玉
で
飾
っ
た
う
て
な
。
台
は
四
方
展
望
の

き
く
高
館
。
李
白
の
詩
「
清
平
調
詞
其
一
」
で
瑤
台
を
詠
っ
て
い
る
（
李
白
一
〇
〇
選p

1
1

5

）
。 

●

有
娀
氏…

古
代
の
部
族
。
二
人
の
娘
は
、
帝
嚳こ

く

の
妃
と
そ
の
妹
。
●

高
辛…

帝
嚳
の
天
子
と
し
て

の
称
号
。
●

少
康…

夏
王
朝
再
興
の
君
。
●

有
虞…

舜
の
子
孫
の
部
族
名
。
姓
は
桃
。 

 

朝
吾
將
濟
於
白
水
兮
，
登
閬
風
而
緤
馬
。 

朝
に
吾
将
に
白
水
を
済わ

た

り
、
閬
風

ろ

う

ふ

う

に
登
り
て
馬
を
緤つ

な

が
ん
と
す
。 

忽
反
顧
以
流
涕
兮
，
哀
高
丘
之
無
女
。 

忽
た
ち
ま

ち
反
顧

は

ん

こ

し
て
以
て
流
涕

り
ゅ
う
て
い

し
、
高
丘
の
女
無
き
を
哀
し
む
。 

溘
吾
遊
此
春
宮
兮
，
折
瓊
枝
以
繼
佩
。 

溘
た
ち
ま

ち
吾 

此
の
春
宮

し
ゅ
ん
き
ゅ
う

に
遊
び
、
瓊け

い

枝し

を
折
り
て
以
て
佩は

い

に
継つ

ぐ
。 

及
榮
華
之
未
落
兮
，
相
下
女
之
可
詒
。 

栄
華
の
未
だ
落
ち
ざ
る
に
及
び
、
下
女
の
詒お

く

る
可
き
を
相み

ん
。 

吾
令
豐
隆
乘
雲
兮
，
求
宓
妃
之
所
在
。 

吾 

豊
隆
を
し
て
雲
に
乗
り
、
宓ふ

く

妃ひ

の
在
る
所
を
求
め
し
む
。 

解
佩
纕
以
結
言
兮
，
吾
令
謇
修
以
爲
理
。 

佩
纕

は
い
じ
ょ
う

を
解
い
て
以
て
言
を
結
び
、
吾 

蹇け

ん

脩
し
ゅ
う

を
し
て
以
て
理
を
為
さ
し
む
。 

紛
總
總
其
離
合
兮
，
忽
緯
繣
其
難
遷
。 

紛
と
し
て
総
総

そ

う

そ

う

と
し
て
其
れ
離
合
し
、
忽
ち
緯
繣

き

く

わ

く

し
て
其
れ
遷う

つ

り
難
し
。 

夕
歸
次
於
窮
石
兮
，
朝
濯
發
乎
洧
盤
。 

夕
べ
に
帰
り
て
窮

き
ゅ
う

石せ

き

に
次や

ど

り
、
朝

あ
し
た

に
髪
を
洧
盤

い

ば

ん

に
濯あ

ら

う
。 
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保
厥
美
以
驕
傲
兮
，
日
康
娛
以
淫
遊
。 

厥そ

の
美
を
保
ち
て
以
て
驕
傲

き
ょ
う
ご
う

し
、
日
々
に
康
娯

こ

う

ご

し
て
以
て
淫
遊

い

ん

ゆ

う

す
。 

雖
信
美
而
無
禮
兮
，
來
違
棄
而
改
求
。 

信
ま
こ
と

に
美
な
り
と
雖
も
礼
無
し
、
来き

た

れ
違
棄

い

き

し
て
改
め
求
め
ん
。 

覽
相
觀
於
四
極
兮
，
周
流
乎
天
余
乃
下
。 

覧み

て
四
極
を
相
観
し
、
天
に
周
流
し
て
余よ

及
す
な
わ

ち
下
る
。 

望
瑤
臺
之
偃
蹇
兮
，
見
有
娀
之
佚
女
。 

瑤
台
の
偃
蹇

え

ん

け

ん

た
る
を
望
み
、
有
娀

ゆ
う
じ
ゅ
う

の
佚

い

つ

女
じ

ょ

を
見
る
。 

吾
令
鴆
爲
媒
兮
，
鴆
告
余
以
不
好
。 

吾 

鴆ち

ん

を
し
て
媒ば

い

を
為
さ
し
む
る
に
、
鴆 

余
に
告
ぐ
る
に
好
か
ら
ざ
る
を
以
て
す
。 

雄
鳩
之
鳴
逝
兮
，
余
猶
惡
其
佻
巧
。 

雄ゆ

う

鳩
き
ゅ
う

の
鳴
き
逝ゆ

く
、
余よ

猶
お
其
の
佻

ち
ょ
う

巧こ

う

を
悪に

く

む
。 

心
猶
豫
而
狐
疑
兮
，
欲
自
適
而
不
可
。 

心 

猶
予
し
て
狐
疑

こ

ぎ

し
、
自
ら
適ゆ

か
ん
と
欲
す
る
も
可
な
ら
ず
。 

鳳
凰
既
受
詒
兮
，
恐
高
辛
之
先
我
。 

鳳
凰

ほ

う

お

う

は
既
に

詒
お
く
り
も
の

を
受
く
、
恐
ら
く
は
高
辛

こ

う

し

ん

の
我
に
先
ん
ぜ
ん
こ
と
を
。 

欲
遠
集
而
無
所
止
兮
，
聊
浮
游
以
逍
遙
。 

遠
く
集
ら
ん
と
欲
す
る
も
止と

ど

ま
る
所
無
し
、
聊

い
さ
さ

か
浮ふ

游ゆ

う

し
て
以
て
逍
遥

し
ょ
う
よ
う

せ
ん
。 

及
少
康
之
未
家
兮
，
留
有
虞
之
二
姚
。 

少
康

し
ょ
う
こ
う

の
未
だ
家い

え

せ
ざ
る
に
及
び
、
有ゆ

う

虞ぐ

の
二
姚

に

と

う

を
留
め
ん
。 

理
弱
而
媒
拙
兮
，
恐
導
言
之
不
固
。 

理 

弱
く
し
て
媒ば

い

拙
つ
た
な

く
、
導ど

う

言ご

ん

の
固
か
ら
ざ
る
を
恐
る
。 

世
溷
濁
而
嫉
賢
兮
，
好
蔽
美
而
稱
惡
。 

世 

溷
濁

こ

ん

だ

く

し
て
賢
を
嫉ね

た

み
、
好
ん
で
美
を
蔽
い
て
悪
を
称あ

ぐ
。 

閨
中
既
以
邃
遠
兮
，
哲
王
又
不
寤
。 

閨
中

け
い
ち
ゅ
う

既
に
以
て
邃

す

う

遠
え

ん

な
り
、
哲
王
又
寤さ

と

ら
ず
。 

懷
朕
情
而
不
發
兮
，
余
焉
能
忍
而
與
此
終
古
？ 

朕
が
情
を
懐
き
て
発
せ
ず
、
余
焉

い
ず
く

く
ぞ
能
く
忍
び
て
此こ

れ

と
終
古
せ
ん
。 

注
） ●

緯
繣…

そ
む
き
た
が
う
。
●

偃
蹇…

高
く
う
ね
り
続
く
建
物
の
形
容
。
●

佚
女…

す
ぐ
れ
た
美
女
。

●

邃
遠…

奥
深
く
遠
い
。
●

哲
王…

智
の
明
ら
か
な
君
主
。
こ
れ
ま
で
す
べ
て
あ
こ
が
れ
の
佳
人
・

神
女
、
伝
説
の
美
女
と
し
て
陳
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
哲
王
の
一
字
を
出
し
た
。
こ
れ
が
佳
人
・

美
女
の
正
体
で
あ
る
。 
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第
十
二
段 

◆
 

巫み

こ

霊れ

い

氛ふ

ん

に
占
わ
せ
て
、
今
後
の
行
動
を
決
し
よ
う
と
す
る
。 

◆
 

霊
氛
は
、
美
男
美
女
が
合
う
た
め
に
は
、
遠
い
他
国
へ
行
く
の
が
よ
い
と
勧
め
る
。
楚
国
の
党
人

輩
は
、
霊
均
や
霊
氛
ら
と
好
悪
が
正
反
対
で
、
他
人
の
美
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。 

霊
草
の
ち
が
や
と
竹
の
小
枝
を
手
に
と
り
、
霊
氛

れ

い

ふ

ん

に
た
の
ん
で
占
わ
せ
る
と
、 

「
美
し
い
者
同
士
は
必
ず
い
つ
か
は
会
う
べ
き
は
ず
、
誰
が
真
に
美
し
い
者
を
慕
わ
ず
に
い
よ
う
か 

天
下
は
か
く
も
広
い
の
に
、
よ
も
や
こ
こ
に
の
み
美
女
が
あ
ろ
う
か
」
、
と
。 

「
努
め
て
遠
く
ゆ
き
た
ま
え
、
そ
し
て
疑
い
迷
っ
て
は
い
け
な
い
。
よ
き
も
の
を
求
め
る
人
あ
ら
ば
誰

と
て
君
を
棄
て
は
せ
ぬ
。 

世
界
の
い
ず
こ
と
て
芳
草
の
な
い
所
は
な
い
、
何
故
に
そ
な
た
は
故
郷
を
の
み
思
い
わ
ず
ら
う
か
。 

あ
あ
し
か
し
世
は
暗
闇

く

ら

や

み

に
ま
ど
い
く
ら
み
、
誰
が
我
々
の
美
質
善
悪
を
察
し
て
く
れ
よ
う
。 

人
の
好
悪
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
彼
ら
佞
人
ど
も
こ
そ
変
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
臭く

さ

い
蓬

よ
も
ぎ

を
い
っ
ぱ
い

腰
に
つ
け
、
香
し
い
蘭
な
ど
は
佩お

び
ら
れ
ぬ
と
い
う
。 

草
木
の
芳
臭
を
も
知
り
え
ぬ
者
が
、
ど
う
し
て
美
し
い
玉
を
見
分
け
得
よ
う
。 

こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
腐
土
を
と
っ
て
香

か
お
り

嚢
ぶ
く
ろ

に
充
た
し
、
申
椒

し
ん
し
ょ
う

は
芳
し
く
な
い
と
言
う
の
だ
」
、
と
。 

注
）
●

霊
氛…

霊
は
巫
の
姓
、
氛
は
巫
の
名
。 

索
瓊
茅
以
筳
篿
兮
，
命
靈
氛
爲
余
占
之
。 

瓊け

い

茅ぼ

う

と
筳

て

い

と
を
索と

り
て
篿

う
ら
な

い
、
霊
氛

れ

い

ふ

ん

に
命
じ
て
余
が
為
に
之
を
占
わ
し
む
。 

曰
：「
兩
美
其
必
合
兮
，
孰
信
脩
而
慕
之
？ 

曰
く
、
両
美
は
其
れ
必
ず
合
わ
ん
、
孰た

れ

か
信

ま
こ
と

に
脩よ

く
し
て
之
を
慕
わ
ん
や
。 

思
九
州
之
博
大
兮
，
豈
惟
是
其
有
女
？
」 

思
う
に
九
州
の
博
大
な
る
、
豈あ

に

唯た

だ
是こ

こ

に
の
み
其
れ
女
有
ら
ん
や
、
と
。 

曰
：「
勉
遠
逝
而
無
狐
疑
兮
，
孰
求
美
而
釋
女
？  

曰
く
、
勉
め
て
遠
逝

え

ん

せ

い

し
て
狐
疑

こ

ぎ

す
る
無
か
れ
、
孰た

れ

か
美
を
求
め
て
女

な
ん
じ

を
釈す

て
ん
。 

何
所
獨
無
芳
草
兮
，
爾
何
懷
乎
故
宇
？ 

何
の
所
に
か
独
り
芳
草
無
か
ら
ん
、
爾

な
ん
じ

何
ぞ
故
宇

こ

う

を
懐お

も

う
。 

世
幽
昧
以
昡
曜
兮
，
孰
云
察
余
之
善
惡
？ 

世
幽
昧

ゆ

う

ま

い

に
し
て
以
て
眩
曜

げ

ん

よ

う

す
、
孰
か
云こ

こ

に
余
の
美
悪
を
察
せ
ん
。 

民
好
惡
其
不
同
兮
，
惟
此
黨
人
其
獨
異
！ 

民
の
好
悪
は
其
れ
同
じ
か
ら
ず
、
惟た

だ
此
の
党
人

と

う

じ

ん

の
み
其
れ
独
り
異
な
り
。 

戶
服
艾
以
盈
要
兮
，
謂
幽
蘭
其
不
可
佩
。 

戸
ご
と
に
艾

よ
も
ぎ

を
服
し
て
以
て
要こ

し

に
盈み

て
、
幽
蘭
は
其
れ
佩お

ぶ
可
か
ら
ず
と
謂
う
。 
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覽
察
草
木
其
猶
未
得
兮
，
豈
珵
美
之
能
當
？ 

草
木
を
覧ら

ん

察さ

つ

す
る
す
ら
其
れ
猶
お
未
だ
得
ず
、
豈
珵

て

い

の
美
に
之
れ
能
く
当
ら
ん
や
。 

蘇
糞
壤
以
充
幃
兮
，
謂
申
椒
其
不
芳
」
。 

糞
壌

ふ
ん
じ
ょ
う

を
蘇と

り
て
以
て
幃き

に
充
て
、
申
椒

し
ん
し
ょ
う

は
其
れ
芳
し
か
ら
ず
と
謂
う
、
と
。 

注
） ●

筳…

小
折
竹
。
●

幽
昧…

道
が
無
く
、
暗
黒
な
こ
と
。 

●

眩
曜…

光
に
あ
た
っ
て
目
が
く
ら
む
。
●

珵…

美
玉
。 

●

幃…

香
嚢
。 
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第
十
三
段 

◆
 

巫
咸

ふ

か

ん

が
天
か
ら
降
る
と
聞
い
て
、
こ
れ
を
出
迎
え
て
判
断
を
聞
こ
う
と
す
る
。
巫
咸
は
遠
征
し

て
同
じ
志
操
の
君
主
を
求
め
よ
と
、
歴
史
上
の
例
を
あ
げ
て
説
き
、
霊
氛
の
吉
占
に
従
っ
て
、

今
の
ま
だ
老
年
に
な
ら
ぬ
う
ち
に
出
発
す
る
よ
う
に
勧
め
る
。 

 

こ
の
霊
氛
の
占
い
に
従
お
う
と
思
い
な
が
ら
、
心
は
猶
も
た
め
ら
い
ま
ど
い
故
郷
を
後
に
で
き
な

い
。
巫
咸

ふ

か

ん

（
神
巫
の
名
）
が
夕
に
天
か
ら
降
る
と
き
、
椒

し
ょ
う

と
精
米
を
も
っ
て
こ
れ
を
迎
え
た
。 

神
々
は
空
を
蔽
う
て
天
降
り
、
九
嶷
山

き

ゅ

う

ぎ

さ

ん

の
神
霊
は
揃
っ
て
出
迎
え
る
。 

巫
咸
は
か
が
や
か
に
そ
の
霊
光
を
あ
げ
て
、
私
に
遠
遊
の
吉
で
あ
る
よ
い
占
い
を
告
げ
た 

「
つ
と
め
て
天
に
上
り
地
に
下
っ
て
、
汝
と
同
じ
道
を
守
る
君
を
求
め
よ
。 

湯
王
・
禹
王
は
つ
つ
し
ん
で
心
の
合
う
臣
を
求
め
、
湯
王
の
伊
尹

い

い

ん

・
禹
の
咎
繇

こ

う

よ

う

（
皐

こ

う

陶
よ

う

）
は
よ
く
そ

れ
に
同
調
し
た 

も
し
も
お
前
の
心
情
が
美
し
く
善
い
な
ら
、
必
ず
し
も
仲
介
人
は
い
ら
ぬ
。 

傅
説

ふ

え

つ

は
傅ふ

巌
が

ん

で
路
を
築
い
て
い
た
奴
隷
だ
っ
た
が
、
殷
の
高
宗

こ

う

そ

う

武
丁

ぶ

て

い

は
厚
く
信
じ
て
こ
れ
を
用
い
た
。 

太
公
望
呂

り

ょ

尚
し
ょ
う

は
牛
を
屠
殺
を
業
と
し
て
い
た
が
、
周
の
文
王
に
挙
用
さ
れ
、
甯
戚

ね

い

せ

き

は
牛
を
飼
っ
て

歌
っ
て
い
た
が
、
斉
の
桓
公
が
こ
れ
を
き
い
て
輔
佐
に
備
え
た
。 

年
を
あ
ま
り
取
ら
ぬ
う
ち
、
時
期
も
ま
だ
過
ぎ
ぬ
う
ち
が
大
切
だ
。
恐
ら
く
は
鵙も

ず

が
鳴
き
出
し
て
、

秋
に
は
や
が
て
草
は
皆
枯
れ
香
を
失
う
だ
ろ
う
。 

何
と
そ
の
佩
物
の
見
事
さ
よ
。
そ
の
美
質
を
衆
人
は
蔽
う
て
隠
そ
う
と
す
る
。
こ
の
党
人
の
輩
の

誠
心
の
な
さ
。
恐
ら
く
は
嫉
妬
し
て
こ
れ
を
壊
す
で
あ
ろ
う
。
」
、
と 

注
） 

●

伊
尹
（
摯
）…

殷
の
湯
王
の
賢
相
。
●

咎
繇
（
皐
陶
）…

夏
の
禹
王
の
賢
相
。 

 

●

傅
説…

傅
巌
の
道
路
で
働
い
て
い
た
人
夫
だ
っ
た
が
、
殷
王
武
丁
に
持
ち
ら
れ
て
名
宰
相
と
な
っ

た
。
●

傅
巌…

北
海
に
あ
る
け
わ
し
い
道
。
●

高
宗…

国
運
を
大
い
に
興
し
た
名
君
。 

●

呂
尚
（
呂
望
）…

文
王
は
狩
り
を
し
て
渭
水
の
ほ
と
り
で
呂
望
の
釣
を
し
て
い
る
の
に
会
っ
た
。
文

王
は
夢
に
聖
人
を
得
る
と
見
た
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
連
れ
て
帰
っ
て
師
と
し
た
。 

●

甯
戚…

牛
に
飯
を
食
わ
せ
る
時
に
歌
っ
た
の
を
、
春
秋
の
五
覇
の
一
人
斉
の
桓
公
が
聞
い
て
、
こ

れ
を
見
出
し
用
い
た
。 
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欲
從
靈
氛
之
吉
占
兮
，
心
猶
豫
而
狐
疑
。  

 

霊
氛

れ

い

ふ

ん

の
吉
占
に
従
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
心
猶
予
し
て
狐
疑
す
。 

巫
咸
將
夕
降
兮
，
懷
椒
糈
而
要
之
。 

巫
咸

ふ

か

ん 

将
に
夕
べ
に
降
ら
ん
と
す
、
椒
糈

し
ょ
う
し
ょ

を
懐い

だ

い
て
之
を
要
す
。 

百
神
翳
其
備
降
兮
，
九
疑
繽
其
並
迎
。 

百
神 
翳お

お

い
て
其
れ
備と

も

に
降く

だ

り
、
九
疑 

繽ひ

ん

と
し
て
其
れ
並
び
迎
う
。 

皇
剡
剡
其
揚
靈
兮
，
告
余
以
吉
故
。 

皇
は
剡
剡

え

ん

え

ん

と
し
て
其
れ
霊
を
揚あ

げ
、
余
に
告
ぐ
る
に
吉
の
故ゆ

え

を
以
て
す
。 

曰
：「
勉
升
降
以
上
下
兮
，
求
矩
矱
之
所
同
。 

曰
く
、
勉つ

と

め
て
升
降
し
て
以
て
上
下
し
、
矩
矱

く

わ

く

の
同
じ
き
所
を
求
め
よ
。 

湯
禹
儼
而
求
合
兮
，
摯
、
咎
繇
而
能
調 

湯
禹
は
儼げ

ん

に
し
て
合
う
を
求
め
、
摯し

と
咎
繇

と

う

よ

う

と
は
而
ち
能
く
調

と
と
の

う
。 

苟
中
情
其
好
脩
兮
，
又
何
必
用
夫
行
媒
？ 

苟
く
も
中
情
其
れ
脩

し
ゅ
う

を
好
ま
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
夫か

の
行
媒

こ

う

ば

い

を
用
い
ん
。 

說
操
築
於
傅
巖
兮
，
武
丁
用
而
不
疑
。 

説
は
築
を
傅ふ

巌が

ん

に
操と

れ
ど
も
、
武
丁

ぶ

て

い

用
い
て
疑
わ
ず
。 

呂
望
之
鼓
刀
兮
，
遭
周
文
而
得
舉
。 

呂り

ょ

望ぼ

う

の
刀
を
鼓こ

す
る
、
周
文
に
遭あ

い
て
挙あ

げ
ら
る
る
を
得
た
り
。 

甯
戚
之
謳
歌
兮
，
齊
桓
聞
以
該
輔
。 

寧
戚

ね

い

せ

き

の
謳
歌

お

う

か

す
る
、
斉
桓

せ

い

か

ん

聞
い
て
以
て
輔ほ

に
該そ

な

え
り
。 

及
年
歲
之
未
晏
兮
，
時
亦
猶
其
未
央
。 

年
歳
の
未
だ
晏お

そ

か
ら
ず
、
時
も
亦
猶
お
其
れ
未
だ
央つ

き
ざ
る
に
及
ば
ん
。 

恐
鵜
鴃
之
先
鳴
兮
，
使
夫
百
草
爲
之
不
芳
。 

恐
ら
く
は
鵜
鴂

て
い
け
つ

の
先
ず
鳴
き
て
、
百
草
を
し
て
之
が
為
に
芳

か
ん
ば

し
か
ら
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
、
と
。 

何
瓊
佩
之
偃
蹇
兮
，
衆
薆
然
而
蔽
之
。 

何
ぞ
瓊
佩

け

い

は

い

の
偃
蹇

え

ん

け

ん

た
る
、
衆
薆

あ

い

然
ぜ

ん

と
し
て
之
を
蔽お

お

う
。 

惟
此
黨
人
之
不
諒
兮
，
恐
嫉
妒
而
折
之
。
」 

惟
だ
此
の
党
人
の
諒

ま
こ
と

な
ら
ざ
る
、
恐
ら
く
は
嫉
妬

し

っ

と

し
て
之
を
折く

じ

か
ん
。 

 

注
） ●

皇…

天
神
。
巫
咸
の
こ
と
。 

●

剡
剡…

発
光
の
形
容
。 

 

●

矩
矱…

法
度
。 

 

●

行
媒…

彼
我
の
間
を
往
来
し
て

媒
な
か
だ
ち

を
す
る
も
の
。 

●

鵜
鴃…

も
ず
。 

 

●

偃
蹇…

美
し
き
貌
。 

 

●

薆
然…

蔽
い
か
く
す
さ
ま
。 
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第
十
四
段 

◆
 

霊
均
は
、
時
の
流
れ
が
あ
わ
た
だ
し
く
過
ぎ
易
い
の
で
、
久
し
く
こ
こ
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
う
。
ま
し
て
、
蘭
・
椒
と
思
っ
て
頼
り
に
し
て
い
た
人
物
も
皆
世
俗
に
従
っ
て
変
化
し
て

し
ま
っ
た
の
で
、
せ
め
て
自
分
の
佩お

び
物
の
よ
う
に
香
り
高
く
貴
重
な
志
操
を
守
り
、
ま
だ
わ
が

容
色
の
美
し
い
間
に
、
あ
ま
ね
く
天
地
に
上
下
し
て
、
美
人
を
求
め
て
一
緒
に
な
り
た
い
。
理
想

の
君
主
を
得
て
仕
え
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

時
世
は
乱
れ
乱
れ
て
う
つ
り
易か

わ

る
、
何
で
ま
た
久
し
く
こ
の
地
に
留
ま
れ
よ
う
か
。
蘭
も
芷し

も

変
っ
て
と
も
ど
も
香
を
失
い
、
荃

せ

ん

も
蕙け

い

も
化
し
て
た
だ
の
茅ぼ

う

と
な
る
。 

な
ぜ
に
昔
の
芳
草
が
、
今
は
た
だ
雑
草
と
な
り
は
て
る
の
か
。
そ
の
ゆ
え
は
ほ
か
で
も
な
い
、

善
を
好
む
こ
と
が
無
い
た
め
の
害
な
の
だ
。 

私
は
こ
れ
ま
で
蘭
の
ご
と
き
と
た
の
み
に
し
て
い
た
が
、
あ
あ
う
わ
べ
ば
か
り
で
実
は
な
か
っ

た
。
そ
の
美
し
い
も
の
を
棄
て
て
世
俗
に
従
い
、
た
だ
か
り
そ
め
に
芳
草
に
列
な
っ
て
い
る
ま
で

だ
っ
た
。 

椒
は
ひ
た
す
ら
媚
び
て
放
縦
で
、
摋さ

つ

も
ま
た
香

か
お
り

嚢
ぶ
く
ろ

に
充
た
さ
れ
よ
う
と
願
っ
て
い
る
。
地
位
を

求
め
て
取
り
入
る
か
ら
は
、
ま
た
芳
香
な
美
質
や
教
養
を
大
切
に
出
来
よ
う
か
。 

も
と
よ
り
時
俗
は
流
れ
を
追
い
、
人
の
世
も
移
り
ゆ
き
誰
と
て
変
化
せ
ず
に
は
居
れ
ぬ
。
椒
や

蘭
で
さ
え
こ
の
と
お
り
。
ま
し
て
掲
車

け

っ

し

ゃ

や
江
離
な
ど
は
時
流
に
さ
か
ら
え
ぬ
の
は
当
然
の
こ
と
。 

た
だ
わ
が
佩
物
・
美
質
の
貴
さ
は
、
そ
の
美
を
棄
て
ら
れ
て
こ
こ
に
至
っ
て
も
、
乱
世
に
こ
そ

芳
香
た
か
く
消
え
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
り
際
立
ち
輝
き
、
今
に
及
ん
で
な
お
止
ま
ぬ
。 

い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、
態
度
を
和
ら
げ
て
自
分
で
娯
し
み
、
し
ば
ら
く
さ
ま
よ
い
め
ぐ
っ
て
美

女
を
求
め
よ
う
。
こ
の
花
飾
り
の
あ
せ
ぬ
間
に
、
あ
ま
ね
く
天
上
地
下
を
巡め

ぐ

ろ
う
。 

注
） ●

蘭
、
芷…

君
子
・
善
人
の
た
と
え
。 

●

荃
、
蕙…

と
も
に
香
草
の
名
。 

●

椒…

山
椒
。 

●

摋…

茱
萸

し

ゅ

ゆ

。
山
椒
に
似
て
香
気
が
少
な
い
。
●

掲
車
、
江
離…

椒
や
蘭
に
比
べ
香
気
が
少
な
い
。 
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時
繽
紛
其
變
易
兮
，
又
何
可
以
淹
留
？ 

時
は
繽
紛

ひ

ん

ぷ

ん

と
し
て
其
れ
変
易
す
、
又
何
ぞ
以
て
淹
留

え
ん
り
ゅ
う

す
可
け
ん
。 

蘭
芷
變
而
不
芳
兮
，
荃
蕙
化
而
爲
茅
。 

蘭
芷

ら

ん

し

は
変
じ
て
芳
し
か
ら
ず
、
荃
蕙

せ

ん

け

い

は
化
し
て
茅ぼ

う

と
為
る
。 

 

何
昔
日
之
芳
草
兮
，
今
直
爲
此
蕭
艾
也
？ 

何
ぞ
昔
日
の
芳
草
、
今
直
ち
に
此
の
蕭

し
ょ
う

艾
が

い

と
為
る
や
。 

豈
其
有
他
故
兮
，
莫
好
脩
之
害
也
！ 

豈あ

に

其
れ
他
の
故ゆ

え

有
ら
ん
や
、
脩

し
ゅ
う

を
好
む
こ
と
莫
き
の
害
な
り
。 

 

余
以
蘭
爲
可
恃
兮
，
羌
無
實
而
容
長
。 

余 

蘭
を
以
て
恃た

の

む
可
し
と
為
せ
り
、
羌あ

あ

実じ

つ

無
く
し
て
容

か
た
ち

長
ち
ょ
う

ず
。 

委
厥
美
以
從
俗
兮
，
苟
得
列
乎
衆
芳
。 

厥そ

の
美
を
委す

て
て
以
て
俗
に
従
い
、
苟

い
や
し

く
も
衆

し
ゅ
う

芳ほ

う

に
列
す
る
を
得
た
り
。 

 

椒
專
佞
以
慢
慆
兮
，
樧
又
欲
充
夫
佩
幃
。 

椒
し
ょ
う

は
専

も
っ
ぱ

ら
佞ね

い

に
し
て
以
て
慢
慆

ま

ん

と

う

た
り
、
樧さ

つ

は
又
夫か

の
佩
幃

は

い

き

を
充
た
さ
ん
と
欲
す
。 

既
干
進
而
務
入
兮
，
又
何
芳
之
能
祗
？ 

既
に
進
む
を
干

も
と

め
て
入
れ
ら
れ
ん
こ
と
を
務

つ
と

む
れ
ば
、
又
何
の
芳
を
か
之

こ
れ

れ
能よ

く
祗

つ
つ

し
ま
ん
。 

 

固
時
俗
之
流
從
兮
，
又
孰
能
無
變
化
？ 

固も

と

よ
り
時
俗
の
流
れ
に
従
う
、
又
孰た

れ

か
能
く
変
化
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
。 

覽
椒
蘭
其
若
茲
兮
，
又
況
揭
車
與
江
離
？ 

椒
し
ょ
う

蘭ら

ん

を
覧み

る
に
其
れ
茲か

く

の
若
し
、
又
況い

わ

ん
や
掲け

っ

車し

ゃ

と
江
離

こ

う

り

と
を
や
。 

 

惟
茲
佩
之
可
貴
兮
，
委
厥
美
而
歷
茲
。 

惟た

だ
茲こ

の
佩は

い

の
貴
ぶ
可
き
、
厥そ

の
美
を
委す

て
て
茲こ

こ

に
歴い

た

る
。 

芳
菲
菲
而
難
虧
兮
，
芬
至
今
猶
未
沬
。 

芳ほ

う

菲
菲

ひ

ひ

と
し
て
虧か

け
難が

た

く
、
芬ふ

ん

は
今
に
至
る
も
猶
お
未
だ
沫や

ま
ず
。 

 

和
調
度
以
自
娛
兮
，
聊
浮
游
而
求
女
。 

調
度

ち

ょ

う

ど

を
和
ら
げ
て
以
て
自
ら
娯
し
み
、
聊

い
さ
さ

か
浮う

游ゆ

う

し
て
女じ

ょ

を
求
め
ん
。 

及
余
飾
之
方
壯
兮
，
周
流
觀
乎
上
下
。 

余よ

が
飾
り
の
方
に
壮
ん
な
る
に
及
ん
で
、
周
流
し
て
上
下

し

ょ

う

か

を
観
ん 

注
） 

●

繽
紛…

乱
れ
動
く
形
容
。 

●

蕭
艾…

と
も
に
よ
も
ぎ
の
類
。
雑
草
で
あ
り
、
凡
庸
な
人

の
た
と
え
。 

●

慢
慆…

お
こ
た
り
な
ま
け
る
。 

●

佩
幃…

腰
に
佩
び
る
香
嚢
。 

 
 

●

菲
菲…

香
り
高
く
に
お
う
。 
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第
十
五
段 

◆
 

霊
均
は
霊
氛

れ

い

ふ

ん

の
吉
占
と
巫
咸

ふ

か

ん

の
勧
め
に
従
っ
て
、
い
よ
い
よ
自
分
の
あ
こ
が
れ
の
乙
女
、
知
己

ち

き

を

も
と
め
て
、
遠
征
の
途
に
上
が
る
。
天
の
河
の
渡
し
場
か
ら
忽
ち
崑
崙
に
至
る
。
雄
大
な
天
路
の

歴
程
、
龍
車
に
雲
旗
を
ひ
る
が
え
し
、
鸞ら

ん

輿よ

を
駆
っ
て
自
由
に
天
空
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
西
極
の
流
沙
、
赤
水
を
め
ぐ
っ
て
、
天
に
昇
る
前
の
ひ
と
時
、
九
歌
や
韶
な
ど
の
古
代
の
天
子

の
楽
を
奏
し
舞
っ
て
、
心
を
た
の
し
ま
せ
る
。 

◆
 

そ
し
て
い
よ
い
よ
天
の
輝
く
日
光
の
中
を
昇
っ
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
の
時
は
る
か
下
界
の
の
楚

国
に
故
郷
が
真
下
に
ち
ら
り
と
見
え
た
。
そ
う
な
る
と
、
強
い
思
郷
の
念
に
駆
ら
れ
、
足
も
立
ち

す
く
み
進
む
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
こ
の
段
は
「
離
騒
」
篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
べ

き
も
の
。 

 

霊
氛
が
よ
い
占
い
を
告
げ
た
上
は
、
吉
日
を
選
ん
で
私
は
旅
に
行
こ
う
。
こ
の
世
を
脱
れ
る
清
ら

か
な
旅
故
、
玉
樹
を
折
っ
て
乾か

ん

肉に

く

に
代
え
、
玉
の
屑く

ず

を
し
ら
げ
て
乾か

ん

飯ぱ

ん

と
す
る
。 

私
の
た
め
に
飛
龍
に
挽ひ

か
せ
、
玉
と
象
牙
で
車
を
つ
く
ら
せ
る
。
ど
う
し
て
一
旦
そ
む
き
離
れ
た

心
が
一
つ
に
な
ろ
う
か
。
も
は
や
私
は
遠
く
こ
の
世
を
の
が
れ
出
よ
う
。 

転
じ
て
崑
崙

こ

ん

ろ

ん

山
に
道
を
と
れ
ば
、
路
は
遥
か
に
巡
り
巡
る
。
雲
や
霓げ

い

（
虹
）
そ
の
も
の
を
、
旗
と

し
て
な
び
か
せ
て
空
を
蔽
い
、
白
玉

は
く
ぎ
ょ
く

の
鸞

ら

ん

鳥
の
群
が
り
鳴
く
の
を
、
車
の
鈴
と
し
て
鳴
ら
す
。 

朝
天
の
河
の
渡
し
場
か
ら
天
空
へ
の
旅
に
の
ぼ
り
、
夕
暮
れ
に
は
こ
の
世
の
果
て
西
方
の
極
に
至

る
。
鳳
凰
は
敬

つ
つ
し

ん
で
龍
を
画
い
た
旗
を
さ
さ
げ
、
高
く
天あ

ま

が
け
っ
て
翼
を
は
ば
た
く
。 

先
ず
あ
の
風
に
流
れ
る
砂
漠
を
行
き
、
崑
崙
山
よ
り
流
れ
出
る
赤
水
の
岸
を
ゆ
る
ゆ
る
進
み
、
蛟こ

う

龍
を
ま
ね
い
て
橋
を
か
け
さ
せ
、
西
皇
に
告
げ
て
赤
水
を
渡
さ
せ
る
。 

路
は
遠
く
け
わ
し
い
ゆ
え
、
従
車
に
告
げ
て
小
径
を
ゆ
か
せ
、
路
を
不
周
山
に
と
っ
て
左
に
廻
り
、

落
ち
合
う
先
を
西
の
果
、
西
海
と
し
た
。 

群
が
る
車
は
千
台
、
玉
輪
を
揃そ

ろ

え
て
並
び
馳
せ
、
う
ね
う
ね
う
ね
る
八
龍
に
ひ
か
せ
、
ゆ
ら
ゆ
ら

な
び
く
雲
の
旗
を
立
て
て
ゆ
く
。 

は
や
る
心
を
抑
え
歩
み
を
ゆ
る
め
て
も
、
私
の
精
神
は
は
る
か
遠
く
に
馳
せ
る
。
九
歌
を
奏
し
詔

し
ょ
う

舞ぶ

を
舞
い
、
し
ば
ら
く
地
上
の
日
時
を
延
ば
し
て
楽
し
も
う
。 

陽
光
の
か
が
や
き
わ
た
る
大
空
に
の
ぼ
っ
て
、
ふ
と
見
下
せ
ば
わ
が
住
み
な
れ
し
故
郷
。
御
者
は

悲
し
み
わ
が
馬
さ
え
も
故
郷
を
懐お

も

い
、
頭
を
垂
れ
て
か
え
り
み
て
進
も
う
と
せ
ぬ
。 

 

注
） ●

鸞
鳥…

鳳
凰
の
一
種
。
●

西
皇…

西
方
の
支
配
神
。 

●

不
周
山…

崑
崙
山
の
西
北
に
あ
る
。 
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靈
氛
既
告
余
以
吉
占
兮
，
歷
吉
日
乎
吾
將
行
。 

霊
氛

れ

い

ふ

ん

既
に
余
に
告
ぐ
る
に
吉
占
を
以
て
す
、
吉
日
を
歴え

ら

ん
で
吾
将ま

さ

に
行
か
ん
と
す
。 

折
瓊
枝
以
爲
羞
兮
，
精
瓊
爢
以
爲
粻
。 

瓊け

い

枝し

を
折
り
て
以
て
羞

し
ゅ
う

と
為
し
、
瓊
爢

け

い

び

を
精し

ら

げ
て
以
て
粻

ち
ょ
う

と
為
す
。 

 

爲
余
駕
飛
龍
兮
，
雜
瑤
象
以
爲
車
。 

余
が
為
に
飛
竜
に
駕が

し
、
瑤

よ

う

象
じ
ょ
う

を
雑ま

じ

え
て
以
て
車
と
為
す
。 

何
離
心
之
可
同
兮
？
吾
將
遠
逝
以
自
疏
。 

何
ぞ
離り

心し

ん

の
同
じ
か
る
可
き
、
吾
将ま

さ

に
遠
逝

え

ん

せ

い

し
て
以
て
自
ら
疏

と
お
ざ

け
ん
と
す
。 

 

邅
吾
道
夫
崑
崙
兮
，
路
脩
遠
以
周
流
。 

邅
め

ぐ

り
て
吾
夫か

の
崑
崙

こ

ん

ろ

ん

に
道
す
れ
ば
、
路
脩

し
ゅ
う

遠
え

ん

に
し
て
以
て
周

し
ゅ
う

流
り
ゅ
う

す
。 

揚
雲
霓
之
晻
藹
兮
，
鳴
玉
鸞
之
啾
啾
。 

雲
霓

う

ん

げ

い

の
晻
藹

あ

ん

あ

い

た
る
を
揚
げ
、
玉
鸞

ぎ
ょ
く
ら
ん

の
啾
啾

し
ゅ
う
し
ゅ
う

た
る
を
鳴
ら
す
。 

 

朝
發
軔
於
天
津
兮
，
夕
余
至
乎
西
極
。 

朝
あ
し
た

に
軔

じ

ん

を
天
津

て

ん

し

ん

に
発
し
、
夕
べ
に
余よ

西
極
に
至
る
。 

鳳
皇
翼
其
承
旂
兮
，
高
翱
翔
之
翼
翼
。 

鳳
凰

ほ

う

お

う

は
翼つ

つ

し
み
て
其
れ
旂き

を
承さ

さ

げ
、
高
く
翺
翔

こ
う
し
ょ
う

し
て
之こ

れ
翼
翼

よ

く

よ

く

た
り
。 

 

忽
吾
行
此
流
沙
兮
，
遵
赤
水
而
容
與
。 

忽
た
ち
ま

ち
吾
此
の
流
沙

り

ゅ

う

さ

に
行
き
、
赤
水

せ

き

す

い

に
遵

し
た
が

い
て
容よ

う

与よ

す
。 

麾
蛟
龍
使
樑
津
兮
，
詔
西
皇
使
涉
予
。 

蛟こ

う

竜
り
ゅ
う

を

麾
さ
し
ま
ね

い
て
津し

ん

に
梁は

し

か
け
し
め
、
西
皇

せ

い

こ

う

に
詔つ

げ
て
予
を
渉わ

た

さ
し
む
。 

 

路
脩
遠
以
多
艱
兮
，
騰
衆
車
使
徑
待
。 

路
は
脩

し
ゅ
う

遠え

ん

に
し
て
以
て
艱な

や

み
多
く
、
衆
車

し
ゅ
う
し
ゃ

を
騰は

せ
て
径
に
待
た
し
む
。 

路
不
周
以
左
轉
兮
，
指
西
海
以
爲
期
。 

不
周

ふ

し

ゅ

う

に
路み

ち

し
て
以
て
左
転

さ

て

ん

し
、
西
海
を
指さ

し
て
以
て
期
と
為
す
。 
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屯
余
車
其
千
乘
兮
，
齊
玉
軑
而
並
馳
。 

余
が
車
を
屯あ

つ

む
こ
と
其そ

れ
千
乗
な
り
、
玉
軑

ぎ
ょ
く
た
い

を
斉

と
と
の

え
て
並
び
馳は

す
。 

駕
八
龍
之
婉
婉
兮
，
載
雲
旗
之
委
蛇
。 

八
竜
の
婉
婉

え

ん

え

ん

た
る
に
駕
し
て
、
雲
旗
の
委い

蛇い

た
る
を
載た

つ
。 

 

抑
志
而
弭
節
兮
，
神
高
馳
之
邈
邈
。  

 
 
  

志
こ
こ
ろ
ざ
し

を
抑
え
て
節
を
弭と

ど

め
、
神し

ん

高
く
馳は

せ
て
之
れ
邈
邈

ば

く

ば

く

た
り
。 

奏
《
九
歌
》
而
舞
《
韶
》
兮
，
聊
假
日
以
婾
樂
。   

九
歌
を
奏
し
て
韶

し
ょ
う

を
舞
い
、
聊

い
さ
さ

か
日
を
仮
り
て
以
て
婾ゆ

楽ら

く

す
。 

 

陟
陞
皇
之
赫
戲
兮
，
忽
臨
睨
夫
舊
鄉
。 

 
   

皇こ

う

の
赫
戯

か

く

ぎ

た
る
に
陟
陞

ち
ょ
く
し
ょ
う

し
、
忽
ち
夫
の
旧
郷
を
臨
睨

り

ん

げ

い

す
。 

僕
夫
悲
余
馬
懷
兮
，
蜷
局
顧
而
不
行
。 

 
  

 

僕
夫

ぼ

く

ふ

悲
し
み
余
が
馬
懐お

も

い
、
蜷
局

け
ん
き
ょ
く

と
し
て
顧

か
え
り

み
て
行
か
ず
。 

注
） ●

羞…

旅
行
用
食
料
と
し
て
の
乾
し
肉
。 

●

瓊
爢…

玉
の
屑
。 
●

粻…

乾
し
飯
。 

 

●

瑤
象…

美
玉
と
象
牙
。 

●

邅…

転
に
同
じ
。 

●

脩
遠…

長
く
遠
い
。 

●

周
流…

あ

ま
ね
く
つ
ぎ
つ
ぎ
に
め
ぐ
る
。 

●

晻
藹…

た
な
び
か
せ
て
空
を
蔽
う
。 
●

軔…

車
。 

●

天
津…

天
の
河
の
渡
し
場
。 

●

旂…

旗
。 

●

高
翱
翔
之
翼
翼…

高
く
天あ

ま

が
け
っ
て
翼

を
は
ば
た
く
。 

●

玉
軑…

白
玉
の
飾
り
の
あ
る
輪
。 

●

婉
婉…

う
ね
う
ね
と
し
た
さ
ま
。

●

委
蛇…

ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
く
さ
ま
。 

●

邈
邈…

遠
く
は
る
か
な
こ
と 

。
●

陟
陞…

の
ぼ

る
。 

●

赫
戲…

日
の
光
の
か
が
や
き
。 

●

僕
夫…

霊
均
の
御
者
。 

●

蜷
局…

足
の
行

き
な
や
む
さ
ま
。 
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第
十
六
段 

◆
 

結
語 

◆
 

故
国
の
楚
に
絶
望
し
て
、
彭
咸

ぼ

う

か

ん

を
慕
い
、
水
死
の
決
意
を
す
る
。 

 

乱
お
さ
め

に
曰
く
、
「
も
う
す
べ
て
は
お
わ
っ
た 

こ
の
国
に
人
な
く
、
つ
い
に
私
を
知
る
者
は
な
か
っ
た
の
だ
。
も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
こ

の
上
何
と
て
故
都
を
懐お

も

お
う
。 

も
は
や
共
に
よ
き
政
を
す
る
に
足
る
者
に
、
つ
い
に
会
え
な
か
っ
た
の
だ
。
私
は
慕し

た

わ
し
い
聖
人

彭
咸

ほ

う

か

ん

の
居
る
所
を
追
っ
て
ゆ
こ
う
」
、
と 

注
） ●

乱…

楚
辞
の
賦
の
一
つ
の
形
式
で
、
一
篇
の
最
終
の
一
節
の
名
称
。
一
篇
を
終
結
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。●
彭
咸…

殷
の
賢
者
で
あ
っ
て
、
忠
諫
し
て
容
れ
ら
れ
ず
、
自
沈
し
て
死
ん
だ
人
。 

 

亂
曰
：「
已
矣
哉
！ 

乱ら

ん

に
曰
く
、
已や

ん
ぬ
る
か
な
。 

國
無
人
莫
我
知
兮
，
又
何
懷
乎
故
都
！ 

国
に
人
無
く
吾
を
知
る
莫な

し
。
又
何
ぞ
故
都
を
懐お

も

わ
ん
。 

既
莫
足
與
爲
美
政
兮
，
吾
將
從
彭
咸
之
所
居
！
」 

 

既
に
与と

も

に
美び

政せ

い

を
為
す
に
足
る
莫
し
。
吾
将ま

さ

に
彭
咸

ほ

う

か

ん

の
居
る
所
に
従
わ
ん
と
す
、
と
。 

ま
と
め 

◆
 

「
離
騒
」
一
篇
は
、
霊
均
と
い
う
霊
的
な
人
物
の
独
白
的
叙
述
の
中
に
、
女
嬃

じ

ょ

し

ゅ

（
屈
原
の
姉
）
・

霊
氛

れ

い

ふ

ん

・
巫
咸

ふ

か

ん

ら
の
言
辞
を
織
り
ま
ぜ
て
、
極
め
て
抽
象
的
、
且
つ
婉
曲
に
、
「
愁
い
に
罹か

か

っ
た
心

境
」
を
繰
り
返
し
て
歌
い
つ
づ
け
る
。
そ
こ
に
は
神
仙
的
な
幻
想
、
伝
説
神
話
の
国
々
を
め
ぐ
る

話
が
、
華
麗
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
。
極
め
て
浪
漫
的
な
詩
篇
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
は
楚
国
の
現
実
的
政
治
に
対
す
る
憂
憤
の
吐
露
で
あ
る
こ
と
は
、
篇
中
各
所
に
露あ

ら

わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
最
終
の
乱
辞
に
は
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

◆
 

屈
原
の
政
治
上
の
立
場
、
道
義
的
精
神
、
そ
し
て
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
楚
国
の
運
命
な
ど
が
、

こ
の
悲
痛
で
、
し
か
も
優
婉
な
辞
句
に
詠
嘆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
篇
こ
そ
は
詩
人
屈
原
の
生
命
の

燃
焼
で
あ
り
、
精
魂
の
結
晶
で
あ
っ
て
、
千
古
不
滅
の
作
品
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 
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離
騒
の
後
世
詩
文
へ
の
影
響 

後
世
詩
文
へ
の
影
響
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

で
調
べ
る
範
囲
で
は
そ
の
解
説
資
料
は
見
つ
か

ら
な
い
。（
尚
、C

h
at G

P
T

を
用
い
れ
ば
、
色
々
と
分
か
る
こ
と
を
後
ほ
ど
知
っ
た
。） 

「
漢
詩
を
読
む
①
」p

5
3

-5
4

で
は
、
後
世
へ
の
影
響
と
位
置
づ
け
の
点
か
ら
、
大
き
く
二
つ
の
価
値
が
あ
る

と
記
し
て
い
る
。 

① 

一
つ
は
優
秀
な
人
が
さ
ん
ざ
ん
悩
ん
で
苦
労
す
る
と
い
う
、
内
容
面
で
の
価
値
。
近
代
に
至
る
ま
で
中
国

の
知
識
人
に
は
一
つ
の
行
動
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
自

み
ず
か

ら
の
学
問
見
識
を
懸
命
に
磨
い
て
天
下
社
会
に

尽
く
そ
う
と
す
る
、
と
こ
ろ
が
と
か
く
自
分
の
思
う
と
お
り
に
ゆ
か
ず
、
や
む
な
く
詩
や
文
章
を
書
い
て

志
を
述
べ
る
境
遇
に
陥
る
。
そ
う
い
う
軌
跡
を
た
ど
る
人
は
多
く
、
李
白
や
杜
甫
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
常
に
「
離
騒
」
に
戻
り
、
そ
の
内
容
に
共
感
し
て
作
品
を
作
っ
た
。
つ
ま
り
「
離

騒
」
は
後
世
の
大
き
な
手
本
に
な
っ
て
い
る
。 

② 

も
う
一
つ
は
よ
り
大
き
な
視
点
に
な
り
ま
す
が
、
世
界
の
文
学
や
説
話
に
こ
う
し
た
内
容
の
類
型
が
あ
る

と
い
う
、
普
遍
的
価
値
。「
貴
種

き

し

ゅ

流
離
譚

り
ゅ
う
り
た
ん

」
と
言
っ
て
、
或
る
立
派
な
主
人
公
が
さ
ん
ざ
ん
苦
労
さ
せ
ら

れ
、
そ
れ
が
彼
の
修
行
と
な
っ
て
、
最
後
は
め
で
た
く
自
分
の
も
と
い
た
場
所
に
帰
っ
て
ゆ
く―

―

よ
く

知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
み
に
く
い
ア
ヒ
ル
の
子
」
が
そ
う
で
す
。 

 

李
白
は
「
古
風
」
の
中
で
「
離
騒
」
に
触
れ
て
い
る
。
以
下
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、
湯

島
聖
堂
で
の
李
白
講
義
録
（
市
川
桃
子
先
生
）
の
一
部
を
、
市
川
先
生
の
ご
快
諾
を
頂
い
て
転
記
す
る
。 

 

古
風 

五
十
九
首 

 

其
の
一 

李
白 

① 

大
雅
久
不
作 

 

大
雅

た

い

が

久ひ
さ

し
く
作お

こ

ら
ず 

吾
衰
竟
誰
陳 

 

吾わ

れ
衰

お
と
ろ

う
れ
ば
竟つ

い

に
誰
か
陳の

べ
ん 

王
風
委
蔓
草 

 

王
風

お
う
ふ
う

は 

蔓
草

ま
ん
そ
う

に
委お

ち 

戰
國
多
荊
榛 

 

戦
国 

荊
榛

け
い
し
ん

多
し 

龍
虎
相
啖
食 

 

龍
虎 

相
い
啖た

ん

食
し
ょ
く

し 

兵
戈
逮
狂
秦 

 

兵
戈 

狂
秦
に
逮お

よ

ぶ 

② 

正
聲
何
微
茫 

 

正
声

せ
い
せ
い 

何
ぞ
微
茫

び

ぼ

う

た
る 

哀
怨
起
騷
人 

 

哀
怨 

騷
人

そ
う
じ
ん

よ
り
起
こ
る 

楊
馬
激
頽
波 

 

楊よ
う

馬ば 

頽
波

た

い

は

を
激
し 

開
流
蕩
無
垠 

 

流
れ
を
開
き 

蕩と
う

と
し
て
垠か

ぎ

り
無な

し 

廢
興
雖
萬
變 

 

廢は
い

興こ
う 

万
変
す
る
と
雖

い
え
ど

も  

憲
章
亦
已
淪 

 

憲
章

け
ん
し
ょ
う 

亦
た
已
に
淪ほ

ろ

ぶ 

③ 

自
從
建
安
來 

 

建
安
自
從

よ

り
来こ

の
か
た 

綺
麗
不
足
珍 

 

綺
麗
な
れ
ど
珍
と
す
る
に
足
ら
ず 

④ 

聖
代
復
元
古 

 

聖
代 

元
古

げ

ん

こ

に
復
し 

垂
衣
貴
清
真 

 

衣
こ
ろ
も

を
垂た

れ
て
清
真
を
貴
ぶ 

羣
才
屬
休
明 

 

群
才 

休
き
ゅ
う

明め
い

に
屬
し 

乗
運
共
躍
鱗 

 

運
に
乗
じ
て
共
に
鱗

う
ろ
こ

を
躍
ら
す 
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文
質
相
炳
煥 

 

文
質

ぶ
ん
し
つ 

相
い
炳
煥

へ
い
か
ん 

衆
星
羅
秋
旻 

 

衆
星 

秋
旻

し
ゅ
う
び
ん

に
羅つ

ら

な
る 

⑤ 

我
志
在
刪
述 

 

我
が
志
は
刪
述

さ
ん
じ
ゅ
つ

に
在あ

り 

垂
輝
映
千
春 

 

輝
ひ
か
り

を
垂た

れ
て
千
春
に
映
ず 

希
聖
如
有
立 

 

聖
を

希
こ
い
ね
が

い
て
如も

し
立
つ
こ
と
有
ら
ば 

絶
筆
於
獲
麟 

 
筆ふ

で

を
獲
麟

か
く
り
ん

に
絶た

た
ん 

【
訳
】 ① 

『
詩
経
』
の
大
雅
の
よ
う
に
正
し
い
詩
の
潮
流
は
長
い
間
絶
え
て
し
ま
っ
た
。 

も
し
こ
こ
で
私
が
力
尽
き
た
ら
、
誰
が
正
し
い
詩
に
つ
い
て
述
べ
る
だ
ろ
う
か
。 

周
の
王
朝
が
衰
え
て
か
ら
、
王
風
は
雑
草
の
中
に
廃す

た

れ 

い
ば
ら
が
蔓
延

は

び

こ

る
よ
う
な
戦
国
時
代
と
な
っ
た
。 

龍
と
虎
が
食
ら
い
あ
う
よ
う
に
諸
侯
が
戦
い
を
繰
り
返
し 

戦
争
の
時
代
は
凶
暴
な
秦
が
天
下
を
統
一
す
る
ま
で
続
い
た
。 

② 

こ
の
時
代
、
正
し
い
歌
声
は
な
ん
と
か
す
か
に
、
消
え
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
。 

哀
し
み
と
怨
み
の
声
が
、「
離
騒
」
を
歌
う
楚
の
人
か
ら
沸
き
上
が
っ
た
。 

揚
雄
と
司
馬
相
如
が
衰
え
て
い
く
流
れ
を
ふ
た
た
び
激
し
く
か
き
た
て
て
、 

新
し
く
開
か
れ
た
流
れ
は
滔
滔

と
う
と
う

と
果
て
し
な
く
流
れ
て
い
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
詩
文
の
流
れ
は
盛
ん
に
な
っ
た
り
衰
え
た
り
様
々
に
変
化
し
た
が 

大
雅
の
正
し
い
法
則
、
根
本
の
理
念
は
も
う
す
で
に
滅
び
て
い
た
。 

③ 

建
安
年
間
の
気
骨
の
あ
る
詩
人
た
ち
の
あ
と
の
時
代
は
、 

綺
麗
だ
け
れ
ど
も
珍
重
す
る
に
足
ら
な
い
つ
ま
ら
な
い
詩
が
書
か
れ
た
。 

④ 

唐
代
に
入
っ
て
、
根
源
で
あ
る
古
代
に
復
帰
し 

天
子
が
何
も
し
な
く
て
も
太
平
で
、
清
ら
か
で
真
実
の
詩
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。 

多
く
の
才
能
あ
る
人
々
が
天
子
の
ご
命
令
（
休
明
）
の
も
と
に
活
躍
し 

時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
運
勢
に
乗
じ
、
一
緒
に
鱗
を
煌き

ら

め
か
せ
て
活
躍
し
て
い
る
。 

詩
文
の
表
現
と
内
容
が
互
い
に
照
り
映
え 

多
く
の
星
が
澄
ん
だ
秋
空
に
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
る
よ
う
だ
。 

⑤ 

私
の
志
す
所
は
、
孔
子
が
『
詩
経
』
を
編
纂
し
た
如
く
永
遠
の
古
典
を
作
る
こ
と
だ
。 

そ
う
し
て
千
年
の
の
ち
ま
で
輝
い
て
い
た
い
と
思
う 

聖
人
の
大
業

た
い
ぎ
ょ
う

を
な
そ
う
と
願
っ
て
、
も
し
完
成
し
た
な
ら
ば
、 

孔
子
が
「
獲
麟
」
で
筆
を
止
め
た
よ
う
に
、
私
も
筆
を
擱お

こ
う
。 

【
文
学
史 

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
】 

紀
元
前
一
〇
三
〇
年 

周
の
国
が
建
国
さ
れ
た
。 

『
詩
経
』
に
は
、
周
の
建
国
の
こ
ろ
か
ら
の
歌
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
風
、
雅
、
頌
の
三
つ
の
部
分
か
ら

な
る
。『
詩
経
』
は
孔
子
が
取
捨
選
択
（
刪
述
）
し
て
三
百
首
を
選
び
、
編
集
し
た
と
さ
れ
る
。
儒
教
の
経
典
、

四
書
五
経
の
一
つ
と
な
っ
た
。 

周
が
紀
元
前
七
七
〇
年
に
東
遷
し
、
都
を
洛
邑 (

洛
陽)

に
移
し
て
か
ら
、
周
は
弱
体
化
し
、
多
く
の
国
の
一
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 つ
と
な
り
、
国
々
が
争
い
あ
う
「
春
秋
時
代
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
各
国
の
命
運
を
か
け
た
戦
国
時
代
と
な
る
。 

楚
辞
「
離
騒
」
は
、
戦
国
時
代
の
楚
の
国
の
内
紛
で
追
放
さ
れ
放
浪
す
る
屈
原
の
哀
怨
を
詠
ず
る
。 

漢
代
、
壮
大
な
賦
と
い
う
形
式
の
文
学
が
作
ら
れ
、
揚
雄
と
司
馬
相
如
が
代
表
的
な
作
家
だ
っ
た
。 

漢
末
の
建
安
年
間
に
は
力
強
い
五
言
詩
が
書
か
れ
た
。
六
朝
時
代
と
な
っ
て
、
詩
の
表
現
は
洗
練
さ
れ
奇
麗

な
詩
が
作
ら
れ
た
が
、
内
容
あ
る
詩
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
。 

六
朝
時
代
の
後
、
唐
代
に
入
る
と
、
前
代
の
洗
練
さ
れ
た
表
現
に
加
え
て
、
作
者
が
実
感
し
た
喜
び
や
哀

し
み
、
実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
な
ど
、
充
実
し
た
内
容
が
歌
わ
れ
、
文
（
表
現
）
と
質
（
内
容
）
を
兼
ね
備

え
た
、
詩
は
世
界
で
も
第
一
級
の
芸
術
と
な
っ
た
。 

 

「
正
声 

何
ぞ
微
茫
た
る 

哀
怨 
騷
人

そ
う
じ
ん

よ
り
起
こ
る 

楊
馬 

頽
波
を
激
し 

流
れ
を
開
き 

蕩
と
し
て
垠か

ぎ

り
無
し 

廢
興 

万
変
す
る
と
雖
も 

憲
章 
亦
た
已
に
淪ほ

ろ

ぶ
」 

 

こ
の
段
落
で
は
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
ま
で
の
、
李
白
が
高
く
評
価
し
て
い
る
屈
原
、
揚
雄
、
司
馬
相
如

の
三
人
の
文
人
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
人
が
、
正
声
を
継
い
だ
者
な
の
で
す
。 

「
騒
人
」
と
は
、｢

離
騒｣

の
作
者
屈
原
と
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
人
々
で
す
。「
離
騒
」
と
は
「
騒(

う
れ)

い

に
離(

か
か)

る
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。
戦
国
時
代
、「
正
声
」
が
消
え
か
か
る
中
、
南
方
に
あ
る
楚
の

国
は
、
北
方
の
強
大
な
秦
に
併
呑
さ
れ
る
恐
れ
の
前
で
、
政
治
が
揺
れ
て
い
ま
し
た
。
楚
の
王
族
で
あ
っ
た

誇
り
高
い
屈
原
は
、
讒
言
に
あ
っ
て
追
放
さ
れ
、
哀
し
み
と
怨
み
を
い
だ
い
て
放
浪
し
、
洞
庭
湖
に
身
を
投

げ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
憂
国
の
公
憤
を
述
べ
た
長
大
な
叙
事
詩
が
「
離
騒
」
で
す
。「
離
騒
」
に
は
、
戦
国

時
代
、
多
く
の
民
族
が
故
郷
を
追
わ
れ
、
勇
敢
な
指
導
者
に
率
い
ら
れ
、
新
天
地
を
求
め
て
旅
に
出
た
、
そ

の
と
き
の
叙
事
詩
が
反
映
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
長
い
詩
の
最
後
の
部
分
を
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
。
屈
原
は
地
上
を
見
限
っ
て
、
い
よ
い
よ
天
に
向
か
い
ま
す
。
千
輛
も
の
供
の
車
が
皆
白
玉(

は
く
ぎ

ょ
く)

の
輪
を
そ
ろ
え
て
並
ん
で
馳
せ
、
屈
原
は
八
頭
の
竜
を
車
に
つ
け
、
た
な
び
く
雲
の
旗
を
立
て
て
天
に

昇
ろ
う
と
す
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
こ
と
。 

 

陟
陞
皇
之
赫
戲
兮
、
忽
臨
睨
夫
舊
郷 

僕
夫
悲
余
馬
懐
兮
、
蜷
局
顧
而
不
行 

（
注
：
第
十
五
段
末
尾
） 

（
訳
）
天
の
陽
光
の
か
が
や
く
中
を
登
っ
て
い
く
と
き
、
ふ
と
我
が
故
郷
が
目
の
下
に
見
え
た
。
す
る
と
私

の
従
僕
は
国
を
去
る
身
を
悲
し
く
思
い
、
私
の
馬
さ
え
も
故
郷
を
恋
い
し
た
い
、
体
を
す
く
め
て
、
振
り
返

り
み
て
進
ま
な
い
の
で
あ
っ
た
。 

「
離
騒
」
は
こ
こ
で
終
わ
り
ま
す
。
故
国
を
追
わ
れ
た
屈
原
の
怨
み
と
、
そ
れ
で
も
故
国
を
愛
さ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
哀
し
み
が
胸
を
打
つ
作
品
で
す
。 

 

漢
代
に
入
っ
て
、
揚
馬
と
併
称
さ
れ
て
い
る
揚よ

う

雄ゆ
う

と
司
馬
相
如

し
ば
し
ょ
う
じ
ょ
う

は
、
壮
大
な
賦ふ

を
書
い
て
い
ま
す
。
対
句

を
多
用
し
、
語
彙
は
豊
富
で
、
華
麗
な
作
品
群
で
す
。
彼
ら
は
新
し
い
流
れ
を
開
き
、
そ
の
流
れ
は
と
う
と

う
と
後
代
ま
で
流
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
「
正
声
」
と
言
う
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
と
李

白
は
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
作
品
も
、「
憲
章
」
と
は
い
え
な
い
、
と
。「
憲
章
」
と
は
、
根
本
の

法
則
、
根
源
と
な
る
理
念
、
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。「
憲
章

け
ん
し
ょ
う 

亦ま

た
已す

で

に
淪ほ

ろ

ぶ
」
大
雅
の
根
本
の
理
念
は

失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

「
建
安
自
從
り
来
の
か
た
、
綺
麗
な
れ
ど
珍
と
す
る
に
足
ら
ず
」 
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建
安
年
間
（
一
九
六
年―

二
二
〇
年
）
は
、
漢
代
の
最
後
の
年
号
で
す
が
、
す
で
に
魏
の
曹
操
が
実
権
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
魏
の
曹
操

そ
う
そ
う

と
、
そ
の
息
子
の
曹
丕

そ

う

ひ

・
曹
植

そ
う
し
ょ
く

の
も
と
に
、
多
く
の
文
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、

そ
の
中
の
特
に
名
の
あ
る
七
人
が
「
建
安
の
七
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
曹
操
親
子
は
武
人
で
も
あ
り
、

か
れ
ら
の
作
品
は
、
時
に
は
明
る
く
闊
達
、
時
に
は
戦
乱
に
苦
し
む
民
衆
と
と
も
に
悲
し
む
、
精
神
が
充
実

し
た
も
の
で
す
。 

 

三
国
時
代
の
後
は
六
朝
時
代
、
貴
族
文
化
が
花
開
い
た
時
代
で
す
。
表
現
の
美
し
い
作
品
が
た
く
さ
ん
書

か
れ
ま
し
た
。
中
に
は
、
李
白
が
大
好
き
な
斉
の
謝
朓

し
ゃ
ち
ょ
う

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
表
現
が

美
し
く
て
魅
力
的
な
だ
け
で
、
著
者
の
精
神
が
と
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、「
正
声
」
と
は
い

え
な
い
、
珍
重
す
る
に
足
り
な
い
、
と
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

詩
の
歴
史
の
最
後
に
、
唐
代
の
詩
人
た
ち
に
つ
い
て
語
ら
れ
ま
す
。
同
時
代
の
こ
と
で
す
か
ら
、
た
い
そ

う
ほ
め
て
い
ま
す
。
じ
っ
さ
い
、
唐
代
に
は
、
前
の
時
代
、
六
朝
時
代
に
培

つ
ち
か

わ
れ
た
表
現
技
巧
（
文
）
に
加

え
て
、
作
者
に
実
際
の
見
聞
や
、
実
感
し
た
思
い
（
質
）
が
書
き
込
ま
れ
、
表
現
と
内
容
と
も
に
充
実
し
た

も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
歴
史
を
振
り
返
っ
て
き
て
、
結
び
の
四
句
で
す
。
こ
こ
に
李
白
の
言
い
た
い
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
我
が
志
は
刪
述
に
在
り
。
輝

ひ
か
り

を
垂
れ
て
千
春
に
映
ず
。 

聖
を
希
い
て
如
し
立
つ
こ
と
有
ら
ば
、
筆
を
獲
麟
に
絶
た
ん
。」 

 

こ
こ
で
李
白
は
再
び
『
詩
経
』
に
戻
り
ま
す
。「
刪
述
」
と
は
、「
文
章
の
良
く
な
い
と
こ
ろ
を
刪け

ず

り
、
良

い
と
こ
ろ
を
述
べ
伝
え
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
孔
子
は
当
時
見
ら
れ
た
詩
の
中
か
ら
悪
い
も
の
は
刪
り
、

良
い
詩
を
取
っ
て
『
詩
経
』
三
百
首
を
編
集
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、『
詩
経
』
の
序
に
「
聖
人
刪
述
の
意
」
と

あ
り
ま
す
。
李
白
も
『
詩
経
』
の
よ
う
な
詩
集
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
詩
集
は
千
年
の
の
ち
ま
で

輝
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

春
秋
時
代
の
魯
の
哀
公
が
十
四
年
春
、
西
方
に
狩
り
を
し
て
麒
麟
を
と
ら
え
、
孔
子
は
乱
世
の
当
時
に
麒

麟
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
感
じ
て
、
歴
史
書
の
『
春
秋
』
の
編
集
に
着
手
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。『
春
秋
』

と
は
、
孔
子
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
歴
史
書
（
前
七
二
二
年
か
ら
前
四
八
一
年
の
、
魯
の
国
を
中
心
と
し
た

歴
史
）
で
、『
詩
経
』
と
と
も
に
、
儒
教
の
五
経
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
孔
子
の
書
い
た
と
い

う
『
春
秋
』
は
、「
十
有
四
年
春
、
西
に
狩
し
て
麟
を
獲
ら
う
」
と
い
う
所
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

李
白
が
結
論
と
し
て
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、「
孔
子
の
よ
う
に
、『
詩
経
』
や
『
春
秋
』
の
よ
う
な
立
派

な
業
績
を
残
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 
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楚
辞 

日
本
へ
の
影
響 

 

（G
o

o
g
le A

I 

に
よ
る
概
要
） 

 

概 

要 

楚
辞
は
、
中
国
の
戦
国
時
代
の
詩
人
屈
原
ら
が
創
作
し
た
詩
文
集
で
、
日
本
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。
特
に
、
長
編
詩
で
あ
る
「
離
騒
」
は
、
失
意
と
悲
し
み
を
歌
っ
た
そ
の
内
容
が
、
日
本
の
歌
人

や
文
人
に
影
響
を
与
え
、
情
緒
豊
か
な
表
現
様
式
や
、
神
話
や
比
喩
を
駆
使
し
た
表
現
は
、
日
本
の
文
学
作

品
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

楚
辞
の
日
本
の
文
学
へ
の
影
響 

「
離
騒
」
の
影
響 

屈
原
の
「
離
騒
」
は
、
日
本
の
歌
人
や
文
人
に
深
く
影
響
を
与
え
、
失
恋
や
政
治
的
失
意
な
ど
、
人
間
感
情

を
表
現
す
る
際
の
モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。 

「
離
騒
」
の
夢
幻
的
な
表
現
や
、
神
話
や
比
喩
を
駆
使
し
た
描
写
は
、
日
本
の
文
学
作
品
に
も
受
け
継
が

れ
、
抒
情
的
で
情
緒
豊
か
な
文
学
作
品
の
誕
生
に
貢
献
し
ま
し
た
。 

神
話
や
比
喩
の
利
用 

「
楚
辞
」
は
、
中
国
の
神
話
や
伝
説
、
歌
舞
な
ど
を
多
く
取
り
入
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
日
本
の
文
学
作
品
に

も
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
神
話
や
比
喩
を
駆
使
し
た
表
現
は
、
日
本
の
文
学
作
品
に
も
受
け
継
が
れ
、
よ
り

豊
か
な
表
現
を
可
能
に
し
ま
し
た
。 

  

日
本
に
お
け
る
『
楚
辞
』
の
影
響 

 
(C

h
at G

P
T

) 

奈
良
・
平
安
時
代 

『
楚
辞
』
の
受
容
と
文
学
へ
の
影
響 

『
楚
辞
』
は
奈
良
時
代
（
８
世
紀
）
に
は
す
で
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
年
）
の
『
大

日
本
古
文
書
』
に
「
離
騒
三
帙
、
帙
別
十
六
巻
」
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
楚
辞
』
が
日
本
に
伝

来
し
、
貴
族
階
級
の
間
で
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
日
本
最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』（
七
五
一
年
）
や
歴
史
書
『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
年
）
に
も
『
楚

辞
』
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
記
に
は
、
屈
原
の
『
漁
父
』
に
似
た
「
行
吟

海
畔
」
の
描
写
が
あ
り
、
こ
れ
は
屈
原
の
「
行
吟
沢
畔
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え 

 

鎌
倉
・
室
町
時
代 

禅
僧
に
よ
る
屈
原
像
の
再
解
釈 

鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
禅
宗
の
僧
侶
た
ち
は
中
国
文
化
に
深
い
関
心
を
持
ち
、
屈
原
の
精
神
や

『
楚
辞
』
の
詩
風
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
一
休
宗
純
（
一
三
九
四–

一
四
八
一
）
は
『
屈

原
像
』
と
い
う
詩
を
詠
み
、
屈
原
の
忠
誠
心
や
高
潔
な
人
格
を
称
賛
し
て
い
ま
す
。  

（
参
照
） 

屈
原
像
（
屈
原
の
像
） 

 
 

一
休
宗
純 
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楚
人
離
騒
述
愁
腸 

 

楚
人
は
離
騒
に
愁
腸
を
述
ぶ 

深
吟
湘
南
秋
水
長 

 

深
吟
す
る
湘
南 

秋
水
長
し 

逆
耳
忠
言
千
載
潔 

 

逆
耳
の
忠
言 

千
載
に
潔
し 

春
蘭
風
露
幾
清
香 

 

春
蘭
の
風
露 

幾
ば
く
か
清
香 

注
）
●

愁
腸…
わ
び
し
い
思
い
。
愁
思
、
愁
裏
と
も
い
う
。 

 

江
戸
時
代 

江
戸
時
代
の
学
者
、
亀
井
昭
陽
は
『
楚
辞
』
の
研
究
に
取
り
組
み
、
特
に
屈
原
の
精
神
性
に
共
感
を
示
し

ま
し
た
。
彼
の
研
究
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
『
楚
辞
』
を
通
じ
て
自
己
の
思
想
や
感
情
を
表
現
す
る
手

段
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

学
術
的
な
研
究
と
翻
刻
の
進
展 

江
戸
時
代
に
は
、
朱
子
学
が
幕
府
の
官
学
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、『
楚
辞
』
の
研
究
が
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
。
藤
原
惺
窩
は
朱
熹
の
『
楚
辞
集
注
』
を
基
に
『
注
解
楚
辞
全
集
』
を
編
纂
し
、
一
六
五
一

年
に
刊
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
最
初
の
『
楚
辞
』
訓
点
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
。  

ま
た
、
石
川
三
佐
男
教
授
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
『
楚
辞
』
に
関
連
す
る
和
刻
本
や
重
刊
本
が

七
〇
種
類
以
上
存
在
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
『
楚
辞
』
研
究
の
広
が
り
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

 

明
治
以
降 

近
代
以
降
、
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
『
楚
辞
』、
特
に
屈
原
の
詩
文
に
表
れ
る
「
屈
騒
精
神
」
に
共
鳴
し

ま
し
た
。
こ
の
精
神
は
、
愛
国
心
や
理
想
主
義
、
個
人
の
信
念
を
貫
く
姿
勢
と
し
て
、
多
く
の
文
学
者
や
思

想
家
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 

西
村
時
彦
に
よ
る
体
系
的
研
究 

明
治
時
代
以
降
、
西
村
時
彦
（
一
八
六
五–

一
九
二
四
）
は
『
楚
辞
』
研
究
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。
彼
は
『
屈
原
賦
説
』
や
『
楚
辞
纂
説
』
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
、『
楚
辞
』
の
注
釈
や
解
釈

を
体
系
的
に
行
い
、
日
本
に
お
け
る
『
楚
辞
』
研
究
を
学
問
的
な
水
準
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。 

 

『
楚
辞
』
の
中
で
、
日
本
文
学
に
特
に
影
響
を
与
え
た
詩
篇
と
し
て
代
表
的
な
も
の
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し

ま
す
。 

１
《
離
騒
》（
り
そ
う
） – 

屈
原 

作 

内
容
：  

愛
国
の
志
を
持
ち
な
が
ら
も
君
主
に
疎
ま
れ
、
放
逐
さ
れ
た
詩
人
が
、
自
ら
の
潔
さ
と
理
想

を
守
る
た
め
、
天
界
や
幻
想
世
界
を
さ
ま
よ
う
長
編
叙
事
詩
。 

日
本
へ
の
影
響
：  

日
本
の
和
歌
に
お
け
る
「
隠
者
文
学
」
や
「
う
ら
み
・
嘆
き
の
美
学
」
に
影
響
を

与
え
た
と
さ
れ
ま
す
。 

『
万
葉
集
』
の
山
上
憶
良
や
大
伴
旅
人
ら
が
描
い
た
「
世
の
中
へ
の
失
望
と
理
想
の
探
求
」
は
、
屈
原

の
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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２
《
九
歌
》（
き
ゅ
う
か
） – 

屈
原
に
帰
さ
れ
る
作
品
群 

内
容
：  

自
然
神
や
霊
を
讃
え
る
祭
祀
的
な
歌
で
、
楚
の
宗
教
文
化
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
。 

日
本
へ
の
影
響
：  

神
道
と
結
び
つ
き
や
す
く
、
祝
詞
（
の
り
と
）
や
神
楽
歌
の
形
式
に
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
自
然
崇
拝
・
精
霊
信
仰
の
表
現
形
式
と
し
て
、
古

代
日
本
の
神
話
文
学
と
共
鳴
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。 

 

３
《
漁
父
》（
ぎ
ょ
ほ
） – 
屈
原
と
漁
師
の
問
答
形
式
の
短
編 

内
容
：  

追
放
さ
れ
た
屈
原
が
、
川
辺
で
漁
師
と
出
会
い
、「
な
ぜ
世
に
迎
合
せ
ぬ
の
か
」
と
問
わ
れ
る

が
、
自
ら
の
信
念
を
貫
く
姿
勢
を
示
す
。 

日
本
へ
の
影
響
：  

『
徒
然
草
』
や
『
方
丈
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
世
俗
を
離
れ
て
生
き
る
思
想
＝
隠

遁
思
想
の
原
型
と
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
文
人
が
理
想
と
し
た
「
隠
者
像
」
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 

 

４
《
九
章
》（
き
ゅ
う
し
ょ
う
） – 

特
に
「
思
美
人
」
や
「
抽
思
」
な
ど 

内
容
： 

主
君
へ
の
忠
誠
、
民
へ
の
憂
い
、
そ
し
て
不
遇
な
自
分
の
境
遇
を
嘆
く
詩
。 

日
本
へ
の
影
響
： 

忠
義
や
無
念
を
歌
う
文
学
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、『
平
家
物
語
』
な
ど
の
中
世
軍
記
に
共
通

す
る
感
情
が
含
ま
れ
ま
す
。
感
情
表
現
が
豊
か
で
、
後
の
漢
詩
文
や
和
漢
混
交
文
に
も
影
響
し
ま
し
た
。 

 


