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  漢
詩
の
周
辺
二
十
六
話 

（
漢
詩
を
知
り
た
い
人
に
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
島
龍
一 

 

一 

日
本
の
戦
国
武
将
は
漢
詩
を

嗜
た
し
な

ん
だ 

◇
漢
詩
の
知
識
で
命
拾
い 

 
 

日
本
の
戦
国
時
代
、
美
濃
の
斎
藤
氏
の
武
将 

稲
葉
一い

っ

鉄て
つ

は
斎
藤
氏
の
滅
亡
後
、
織
田
信
長
に
仕
え
た
が
、
信
長
は
そ 

の
忠
誠
を
疑
い
、
茶
席
に
誘
っ
て
殺
そ
う
と
た
く
ら
ん
だ
。
茶
席
に
入
っ
た
一
鉄
は
、
相
伴

し
ょ
う
ば
ん

の
三
人
（
信
長
の
臣
下
で
、 

一
鉄
の
殺
害
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
）
に
乞
わ
れ
、
床
の
間
の
掛
け
軸
の
絵
の
賛さ

ん

を
読
ん
だ
。 

そ
れ
に
は 

 
 

 
 

雲
橫
秦
嶺
家
何
在 

 
（
雲
は
秦 し

ん

嶺 れ
い

に
横
た
わ
り
て 

家
何 い

ず

く
に
か
在
る
） 

 
 

 
 

雪
擁
藍
関
馬
不
前 

 

（
雪
は
藍
関

ら
ん
か
ん

を
擁 よ

う

し
て 

馬
前 す

す

ま
ず
） 

 
 

と
あ
っ
た
。
す
ら
す
ら
と
読
ん
だ
一
鉄
は
、
問
わ
れ
る
ま
ま
に
、
そ
の
詩
に
つ
い
て
前
後
の
意
味
を
説
明
し
て
注
釈
を

加
え
て
や
っ
た
。 

 
 

こ
れ
を
ふ
す
ま
越
し
に
聞
い
て
い
た
信
長
は
、
そ
こ
へ
走
り
出
て
、
「
そ
の
方
、
一
介
の
武
辺
者
と
の
み
思
っ
て
い
た 

が
、
文
の
道
に
も
秀
で
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
実
は
き
ょ
う
、
お
ぬ
し
を
殺
そ
う
と
思
っ
て
招
い
た
の
だ
が
、
わ 

し
の
気
が
変
わ
っ
た
。
殺
す
に
は
惜
し
い
文
武
兼
備
の
武
将
、
わ
し
も
疑
う
の
を
や
め
る
か
ら
、
お
前
も
心
か
ら
仕
え 

て
く
れ
」
と
言
い
、
改
め
て
一
鉄
の
手
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
常
山

つ
ね
や
ま

紀
談 

一
い
っ

鉄
て
つ 

文
学
に
よ
り
て
死
を
免
れ
し
事
） 

 

漢
詩
の
知
識
が
命
を
救
っ
た
例
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
「
漢
詩
故
事
物
語 

寺
尾
善
雄 

河
出
書
房
新
社
」 

 
 

こ
の
句
の
も
と
の
詩
は 

唐
の
韓
愈

か

ん

ゆ

の
次
の
詩
で
あ
る
。
右
の
掛
け
軸
の
句
は
こ
の
詩
の
五
句
と
六
句
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 

「
左
遷
至
藍
関
示
姪
孫
湘
」 

（
左 さ

遷 せ
ん

せ
ら
れ
て
藍
関

ら
ん
か
ん

に
至
り
姪
孫

て
っ
そ
ん

の

湘
し
ょ
う

に
示
す
） 

韓
愈

か

ん

ゆ 
 

 
 

 
 

一
封
朝
奏
九
重
天 

 

一
封

い
っ
ぷ
う 

朝
あ
し
た

に
奏そ

う

す 

九

重

き
ゅ
う
ち
ょ
う

の
天 

 
 

 
 

 
 
一
封
＝
一
通
の
上
奏
文 

 
 

 
 

夕
貶
潮
州
路
八
千 

 

夕
べ
に
潮
州
に
貶へ

ん

せ
ら
る 

路み
ち

八
千 

 
 

 
 

 

貶
＝
流
さ
れ
る 

 
 

 
 

欲
爲
聖
明
除
弊
事 

 

聖
明
の
為
に 

弊
事

へ

い

じ

を
除
か
ん
と
欲
す 
 

 
 

  

聖
明
＝
天
子 

 
 

 
 

肯
將
衰
朽
惜
殘
年 

 

肯あ
え

え
て
衰
朽
を
将も

っ

っ
て 

残
年
を
惜お

し
ま
ん
や 

 
 

 
 

雲
橫
秦
嶺
家
何
在 

 

雲
は
秦し

ん

嶺れ
い

に
横
た
わ
り
て 

家
何い

ず

く
に
か
在
る 

 

秦
嶺
＝
山
脈
の
名 

 
 

 
 

雪
擁
藍
関
馬
不
前 

 

雪
は
藍
関

ら
ん
か
ん

を
擁よ

う

し
て 

馬 

前す
す

ま
ず 

 
 

 
 

 
 

藍
関
＝
関
所
の
名 

 
 

 
 

知
汝
遠
来
応
有
意 

 

知
る
汝

な
ん
じ

の
遠
く
来
た
る 

応ま
さ

に
意い

有
る
べ
し 

 
 

汝
＝
姪
孫
の
湘
の
こ
と 

 
 

 
 

好
収
吾
骨
瘴
江
辺 

 

好よ

し 

吾
が
骨
を
収お

さ

め
よ 

瘴
し
ょ
う

江こ
う

の
辺
に 

 
 

 

瘴
江
＝
毒
気
の
立
ち
込
め
る
江

か
わ 

  
 

八
一
九
年
正
月
十
四
日
、
韓
愈

か

ん

ゆ

は
仏
舎
利

ぶ
っ
し
ゃ
り

を
宮
中
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
た
唐
の
十
一
代
皇
帝
憲
宗
に
、
「
仏
骨
を
論 

ず
る
の
表
」
を
奉
っ
て
、
阻
止
し
よ
う
と
し
て
憲
宗
の
怒
り
に
ふ
れ
、
刑
部
侍
郎
（
法
務
次
官
）
か
ら
潮
州
（
広
東
省
） 

の
刺
史

し

し

（
州
の
長
官
）
に
左
遷
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
、
は
る
ば
る
見
送
り
に
来
て
く
れ
た
身
内
の
湘
に
た
い
し
て
作
っ 

た
詩
で
あ
る
。
時
に
五
十
二
歳
。 

 
 

儒
者
で
も
あ
っ
た
韓
愈
は
日
頃
よ
り
仏
教
・
道
教
が
嫌
い
で
、
特
に
免
税
の
特
権
を
持
つ
仏
寺
が
盛
ん
に
な
る
の
を 

苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
。
「
仏
骨
を
論
ず
る
表
」
の
文
章
の
中
で
、
仏
教
を
信
仰
す
る
天
子
の
寿
命
は
決
ま
っ
て
短 

い
、
と
極
論
し
て
い
る
。
天
子
が
激
怒
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
直
ち
に
死
に
処
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
宰
相
の 

裴
度

ば

い

ど

ら
の
と
り
な
し
で
死
を
免
れ
た
。 

正
月
十
四
日
は
太
陽
暦
の
二
月
十
二
日
、
山
深
い
藍
田
関

ら
ん
で
ん
か
ん

は
な
お
雪
に
覆
わ
れ
て
い
た
。
路
八
千
と
い
う
が
、
長
安 

か
ら
潮
州
ま
で
約
三
千
八
百
キ
ロ
で
あ
る
。
生
き
て
は
再
び
都
の
土
は
踏
め
ぬ
と
覚
悟
し
て
の
赴
任
だ
っ
た
。 
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し
か
し
翌
年
に
は
都
に
呼
び
戻
さ
れ
て
国
子
祭
酒
（
国
立
大
学
学
長
）
に
任
じ
ら
れ
た
。 

詩
の
題
に
示
さ
れ
た
姪
孫

お

い

ま

ご

の
湘

し
ょ
う

は
次
兄
の
孫
で
あ
る
。
（
彼
は
の
ち
に
二
十
九
歳
で
科
挙
の
試
験
に
合
格
し
て
い
る
） 

 

稲
葉
一
鉄
は
戦
国
の
織
豊
時
代
の
美
濃
国
の
武
将
。
幼
い
時
か
ら
長
良
崇
福
寺
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
一
五
二
五
年 

の
石
津
郡
牧
田
合
戦
で
父
と
五
人
の
兄
が
討
死
し
た
た
め
、
還
俗
し
て
家
を
継
ぎ
、
は
じ
め
土
岐

と

き

氏
に
、
次
い
で 

斎
藤
氏
に
仕
え
、
安
藤
・
氏
家
家
と
と
も
に
、
美
濃
三
人
衆
と
呼
ば
れ
た
。 

一
五
六
七
年
（
永
禄
一
〇
）
織
田
信
長
の
美
濃
攻
略
の
際
に
は
信
長
に
内
応
し
て
従
い
、
信
長
の
死
後
は
羽
柴
秀
吉
に 

従
っ
た
。
天
正
一
六
年
美
濃

み

の

郡
上

ぐ

じ

ょ

う

八
幡
四
万
石
と
な
り
、
関
ヶ
原
の
戦
で
は
、
当
初
西
軍
、
合
戦
直
前
に
東
軍
に
加
わ

っ
た
。
小
早
川
秀
秋
の
東
軍
へ
の
寝
返
り
に
関
与
し
た
。 

二
代
稲
葉
正
勝
は
母
が
春
日
局
と
し
て
徳
川
家
光
の
乳
母
と
な
っ
た
た
め
重
用
さ
れ
、
老
中
・
相
模
小
田
原
藩
主
と
な

っ
た
。
五
代
正
知
の
と
き
、
山
城
淀
城
主
と
な
り
明
治
維
新
を
迎
え
た
。
維
新
後
、
子
爵
と
な
っ
た
。 

 

 
 

日
本
の
文
人
、
戦
国
武
将
は
、
中
国
の
漢
詩
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。 

頼
山
陽
の
「
題
不
識
庵

ふ
し
き
あ
ん

撃
機
山

き

ざ

ん

図
」
は
有
名
で
詩
吟
に
は
よ
く
詠
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

鞭
声
粛
粛
夜
過
河 

 

鞭
声

べ
ん
せ
い 

粛

々

し
ゅ
く
し
ゅ
く 

夜よ
る

河
を
過わ

た

る 
 

 
 

 
 

 
 

鞭
＝
馬
の
む
ち 

暁
見
千
兵
擁
大
牙 

 

暁
あ
か
つ
き

に
見
る 

千
兵

せ
ん
ぺ
い 

大
牙

だ

い

が

を
擁よ

う

す
る
を 

 
 

 

大
牙
＝
大
将
旗 

遺
恨
十
年
磨
一
剣 

 

遺
恨

い

こ

ん

な
り 

十
年 

一
剣
を
磨み

が

き 

 
 

 
 

流
星
光
底
逸
長
蛇 

 

流
星

り
ゅ
う
せ
い 

光
底

こ
う
て
い 

長
蛇

ち
ょ
う
だ

を
逸い

っ

す 
 

 
 

 
 

流
星
光
底
＝
打
ち
下
ろ
す
剣
光
の
下 

不
識
庵
は
上
杉
謙
信
、
機
山
は
武
田
信
玄
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

四
句
目
の
長
蛇

ち

ょ

う

だ

は
武
田
信
玄
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
虎
で
も
熊
で
も
龍
で
も
よ
い
の
だ
が
、
頼
山
陽
は
二
百
五
十
前
の 

 
 

信
玄
が
巳 み

年
ど

し

生
ま
れ
（
一
五
四
一
年
）
な
の
で
蛇
を
使
っ
て
文
字
を
選
ん
で
い
る
。 

 
 

三
句
目
は
つ
ぎ
の
詩
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
中
唐
の
賈 か

島
と

う

の
「
詠
剣
客
」
で
あ
る
。 

 
 

 
 

「
十
年
磨
一
剣 

霜
刃

そ

う

じ

ん

未
曽

か
つ
て

試 

今
日

把
に
ぎ
っ
て

似
し
め
す

君 

誰
だ
れ
か

有
あ
ら
ん

不
平
事
」
（
よ
か
ら
ぬ
た
く
ら
み
の
者
を
教
え
ろ
） 

  
 

不
識
庵
と
機
山
の
作
っ
た
詩
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 

「
九
月
十
三
夜
陣
中
作
」 

（
九
月
十
三
夜
陣
中
の
作
） 

上
杉
謙
信 

 

 
 

 
 

霜
滿
軍
營
秋
気
清 

 

霜
は
軍
営
に
満
ち
て 

秋
気
清
し 

 
 

 
 

数
行
過
雁
月
三
更 

 

数
行
の
過か

雁が
ん 

月
三さ

ん

更こ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
更
＝
夜
十
二
時 

 
 

 
 

越
山
併
得
能
州
景 

 

越
山

え
つ
ざ
ん 

併あ
わ

せ
得
た
り 

能
州

の
う
し
ゅ
う

の
景 

 
 

 
 

能
州
＝
加
賀
の
能
登
地
方 

 
 

 
 

遮
莫
家
鄕
憶
遠
征 

 

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ 

家
鄕 

遠
征
を
憶お

も

う
を 

 

越
山
＝
越
後
越
中
の
山
々 

 
 

 
 

 
 

 

「
偶
作
」 

 
 

（

偶
た
ま
た
ま

作
る
） 

 

武
田
信
玄 

 

 
 

 
 

鏖
殺
江
南
十
萬
兵 

 

鏖お
う

殺さ
つ

す
江
南 

十
万
の
兵 

 
 

 
 

腰
間
一
剣
血
猶
腥 

 

腰
間
の
一
剣 

血 

猶な
お

腥
な
ま
ぐ
さ

し 

 
 

 
 

豎
僧
不
識
山
川
主 

 

豎じ
ゅ

僧そ
う

は
識し

ら
ず 

山
川
の
主 

 
 

 
 

 
 

豎
僧
＝
愚
か
な
る
山
僧 

 
 

 
 

向
我
慇
懃
問
姓
名 

 

我
に
向
か
っ
て
慇
懃

い
ん
ぎ
ん 

姓
名
を
問
う 

 
 

こ
の
詩
は
明
の
太
祖
（
朱
元
璋
）
の
次
の
詩
を
信
玄
（
一
五
七
三
没
）
が
ま
ね
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 

「
鏖
殺

お
う
さ
つ

江
南
百
萬
兵 

腰
間
寶
剣
血
猶な

お

腥
な
ま
ぐ
さ
し 

山
僧
不
知
英
雄
漢 

只
恁

ひ
た
す
ら

嘵
お
そ
れ

嘵い
る

問
姓
名
」 

  
 

ま
た
次
の
詩
は
信
玄
が
美
濃
（
岐
阜
）
の
僧
に
と
ど
け
た
詩
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

「
寄
濃
州
僧
」 

 
 

（
濃
州

の
う
し
ゅ
う

の
僧
に
寄
す
） 

 

武
田
信
玄 
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気
似
岐
陽
九
月
寒 

 

気
は
岐き

陽よ
う 

九
月
の
寒
き
に
似
た
り 

 
 

 
 

岐
陽
＝
岐
阜 

 
 

 
 

三
冬
六
出
灑
朱
欄 

 

三
冬 

六
出 

朱
欄
に
灑そ

そ

ぐ 
 

 
 

 
 

 
 

三
冬
＝
冬
三
カ
月 

六
出
＝
雪 

 
 

 
 

多
情
尚
遇
風
流
客 

 

多
情 

尚な

お
風
流
の
客
に
遇
い 

 
 

 
 

 
 

多
情
な
私 

風
流
な
貴
僧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

共
対
士
峰
吟
雪
看 

 

共
に
士
峰
に
対
し 

雪
に
吟
じ
看
ん 

 
 

 
 

士
峰
＝
富
士
山 

 
 

こ
れ
な
ど
は
、
な
か
な
か
な
も
の
で
、
人
に
よ
っ
て
は
五
山
の
詩
集
に
入
れ
て
も
区
別
が
つ
か
な
い
と
褒
め
る 

ほ
ど
で
あ
る
。
武
田
信
玄
は
若
い
こ
ろ
、
快

か

い

川
せ

ん

和
尚
は
じ
め
名
僧
に
薫
陶
を
受
け
た
と
い
う
。 

 
 

戦
国
武
将
中
、
も
っ
と
も
漢
詩
の
作
り
手
は
と
い
え
ば
、
直
江
兼

な
お
え
か
ね

続つ
ぐ

に
指
を
屈
す
る
。
こ
の
人
は
上
杉
謙
信
後
嗣
（
甥
） 

 
 

 

景
勝
（
会
津
若
松
城
主
）
の
重
臣
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
日
本
人
の
漢
詩 

石
川
忠
久 

大
修
館
書
店
」 

 
 

兼
続
は
戦
国
の
世
の
武
士
に
し
て
単
に
合
戦
巧
者
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
漢
文
、
詩
歌
の
素
養
も
相
当
な
も
の 

 
 

で
あ
り
、
文
武
両
道
に
た
け
た
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
人
や
当
代
随
一
の
学
者
や
僧
侶
と
交
流
す
る
一
方
、
文
化 

 
 

面
で
私
費
を
投
じ
て
奇
観
本
の
収
集
、
「
文
選

も

ん

ぜ

ん

」
の
復
刻
、
「
古
文
真
宝
後
集
抄
」
（
紀
元
前
五
世
紀
か
ら
十
二
世
紀 

ま
で
の
中
国
の
詩
文
の
名
作
を
集
め
た
古
宝
後
集
の
注
釈
書
）
の
筆
写
を
さ
せ
た
、
な
ど
の
業
績
を
残
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
武
将
の
兜
の
前
立
て
に
愛
の
一
字
を
冠
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
世
間
で
は
愛
情
に
厚
い
武
将
で
は
な
い
か 

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
愛
染
明
王
の
一
字
と
み
る
べ
き
だ
そ
う
で
あ
る
。
か
れ
の
作
を
一
首
。 

 
 

 
 

 

「
織
女
惜
別
」 

 
 

（
織
女
別
れ
を
惜
し
む
） 
直
江
兼
続 

 

 
 

 
 

二
星
何
恨
隔
河
逢 

 

二
星 

何
ぞ
恨う

ら

ま
ん 

河
を
隔
て
て
逢
う
を 

 
 

二
星
＝
ひ
こ
星
と
織
女
星 

 
 

 
 

今
夜
相
逢
散
鬱
胸 

 

今
夜 

相
逢
い
て 

鬱う
つ

胸
き
ょ
う

を
散
ず 

 
 

 
 

情
語
未
終
先
洒
涙 

 

情
語 

未
だ
終
わ
ら
ず 

先
ず
涙
を
洒そ

そ

ぐ 

 
 

 
 

合
歓
枕
下
五
更
鐘 

 

合
歓
の
枕
下 

五ご

更こ
う

の
鐘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
更
＝
午
前
四
時 

 

◇
西
郷
隆
盛
の
死
ぬ
直
前
の
詩 

 

 
 

翁
が
西
南
戦
争
で
戦
利
あ
ら
ず
故
郷
の
鹿
児
島
に
退
却
し
た
と
き
、
城
山
に
戻
り
、
私
学
校
の
目
の
前
の
岩
崎
谷
の 

 
 

洞
中
に
あ
っ
て
自
決
前
に
作
っ
た
も
の
が
あ
る
。
明
治
十
年
、
五
十
一
歳
。 

 
 

英
雄
、
死
に
至
っ
て
、
囲
碁
を
打
っ
て
漢
詩
を
作
る
境
地
と
は
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。 

 
 

 
 

 

「
題
岩
崎
谷
洞
」 

 

（
岩
崎
谷
洞
に
題
す
） 

西
郷
隆
盛 

現
在
で
は
杉
聴
雨
の
作
と
さ
れ
て
い
る 

 
 

 
 

百
戦
無
功
半
歳
間 

 

百
戦 

功
無
く 

半
歳
の
間 

 
 

 
 

首
邱
幸
得
返
家
山 

 

首
邱

し
ゅ
き
ゅ
う 

幸
い
に
家
山
に
返
る
を
得
た
り 

 
 

 

首
邱
＝
故
郷
を
思
う
こ
と 

 
 

 
 

笑
儂
向
死
如
仙
客 

 

笑
う 

儂わ
れ

死
に

向
な
ん
な
ん

と
し
て
仙
客
の
如
く 

 
 

仙
客
＝
仙
人 

 
 

 
 

尽
日
洞
中
棋
響
閑 

 

尽
日

じ
ん
じ
つ 

洞
中 

棋き

響
閑

し
ず
か

な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

棋
＝
囲
碁 

 

二 

日
本
の
文
人
は
漢
詩
を
読
ん
で
い
た 

 
 

 

嵯
峨
天
皇
に
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。 

 
 

 

天
皇
は
新
し
く
渡
来
し
た
白
居
易
の
詩
集
を
ひ
そ
か
に
自
分
だ
け
で
楽
し
ん
で
い
た
。
あ
る
日
、
「
閣
を
閉
じ
て 

 
 

 

只
だ
聴
く 

朝
暮
の
鐘
、
楼
に
上
が
り
て
空
し
く
望
む 

往
来
の
船
」
と
い
う
句
の
「
空
し
く
」
を
「
遥
か
に
」 

と
変
え
て
、
自
作
で
あ
る
か
の
よ
う
に
小
野

お

の

篁
た
か
む
ら

に
示
し
た
と
こ
ろ
、
遥
か
が
空
し
く
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
す
ば 

ら
し
い
と
評
し
た
の
で
、
天
皇
は
卿
の
詩
情
は
白
居
易
と
同
じ
だ
と
感
服
し
た
と
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
唐
詩 

村
上
哲
見 

講
談
社
学
術
文
庫
」 

◇
芭
蕉
の
「
閑し

ず

か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
は
漢
詩
か
ら
着
想
を
得
た
句
と
い
わ
れ
て
い
る
。 
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南
宋
の
魏
慶
之

ぎ

け

い

し

が
撰
し
た
詩
話
集
「
詩
人
玉
屑

ぎ
ょ
く
せ
つ

」
に
王お

う

籍せ
き

の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
芭
蕉
は
こ
れ
を
読
ん
だ
の 

で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
唐
詩
新
選 

陳
舜
臣 

新
潮
文
庫
」 

 
 

 

蝉
の
鳴
き
声
が
静
か
と
い
う
の
は
、
梁
の
王お

う

籍せ
き

（
六
世
紀
前
半
）
の
五
言
律
詩
「
入
若
耶
渓

じ
ゃ
く
や
け
い

」
に
出
て
く
る
。 

 
 

 
 

 
蟬
噪
林
逾

静 
 

蝉 

噪さ
わ

い
で
林 

逾
い
よ
い
よ

よ
静
か
に 

 
 

 
 

 

鳥
鳴
山
更

幽 
 

鳥 

鳴
い
て
山 

更
に
幽
な
り 

 
 

 

こ
の
二
句
は
聴
覚
か
ら
若
耶
渓
を
描
写
し
て
い
る
。
音
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
静
寂
が
強
調
さ
れ
る 

 
 

と
い
う
感
覚
は
納
得
の
い
く
逆
説
的
真
理
で
し
ょ
う
。 

 
 

 

王
安
石
の
集
句
詩
（
別
な
詩
人
の
句
を
組
み
合
わ
せ
て
仕
立
て
上
げ
た
詩
、
王
安
石
が
始
め
た
と
い
わ
れ
る
）
に
こ
の
王
籍
の 

 
 

 

一
句
と
謝
貞
の
一
句
を
組
み
合
わ
せ
て
次
の
対
句
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

風

定
花
猶
落 

 

風
定
ま
り
て 

花 

猶な

を
落
ち 

 
 

 
 

 

鳥

鳴
山
更
幽 

 

鳥
鳴
い
て 
山 

更さ
ら

に
幽
な
り 

 
 

 

こ
の
句
の
「
風
定
ま
り
て
花
猶な

お

落
つ
」
は
六
朝
時
代
の
謝
貞
が
八
歳
の
と
き
に
作
っ
た
「
春
日
閑
居
」
と
い
う
五
言

詩
の
一
句
で
す
が
、
謝
貞
の
詩
は
戦
乱
で
失
わ
れ
て
、
今
で
は
一
首
も
伝
わ
っ
て
な
い
。
た
だ
こ
の
一
句
の
み
が
、

特
に
絶
賛
さ
れ
て
歴
史
書
「
陳
書
」
に
記
さ
れ
後
世
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

こ
の
王
安
石
（
十
一
世
紀
）
の
対
句
は
成
功
し
た
代
表
的
な
集
句
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。 

 
 

 

王
籍
の
対
句
は
二
句
と
も
同
じ
発
想
の
繰
り
返
し
だ
が
、
王
安
石
の
対
句
で
は
風
の
句
が
「
静
中
の
動
」
、
鳥
の
句

が
「
動
中
の
靜
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
詩
と
し
て
は
こ
ち
ら
に
軍
配
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

 

中
唐
の
張
籍
の
「
夏
日
閑
居
」
と
題
す
る
二
つ
の
詩
の
第
一
首
に
、
蝉
の
声
は
静
か
と
あ
る
。 

 
 

 
 

 

無
事
門
多

閉 
 

事
無
く 

門 

多
く
閉と

ざ

す 

 
 

 
 

 

偏
知
夏
日

長 
 

偏
ひ
と
え

に
知
る 

夏
日
の
長
き
を 

 
 

 
 

 

早
蟬
声
寂

寞 
 

早
蝉 

声
は
寂
寞

せ
き
ば
く 

 
 

 
 

 

新
竹

気
清

涼 
 

新
竹 

気
は
清
涼 

 
 

 
 

 

閑
対
臨
書

案 
 

閑し
ず

か
に
対
す 

臨
書
の

案
つ
く
え 

  
 

◇
ま
た
芭
蕉
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
中
で
奥
州
平
泉
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
英
雄
の
戦
乱
の
跡
を
し
の
び
、 

 
 

 

「
夏
草
や

兵
つ
わ
も
の

ど
も
の
夢
の
跡
」
と
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
下
敷
き
に
な
っ
た
の
が
、
杜
甫
の
「
春
望
」
の
第
一
句
、

「
国
破
れ
て
山
河
在
り
」
で
あ
る
。
た
だ
杜
甫
は
戦
い
が
続
い
て
国
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
破

と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
の
敗
戦
の
勝
ち
負
け
と
は
違
う
。 

  
 

 

李
白
の
文
章
に
題
名
を
「
春
夜
従
弟
を
桃
花
の
園
に
宴
す
る
の
序
」
と
す
る
序
文
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
北
宋 

 
 

期
に
編
ま
れ
た
詞
華
集
「
文
苑
英
華
」
「
唐
文
粋
」
、
元
代
の
「
古
文
真
宝
」
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
古
文
真

宝
は
室
町
時
代
に
日
本
に
伝
わ
り
広
く
読
ま
れ
た
。
そ
の
李
白
の
文
は
以
下
の
と
お
り
。 

 
 

 

「
そ
れ
天
地
は
万
物
の
逆
旅

げ

き

り

ょ

に
し
て
、光
陰
は
百
代
の
過
客
な
り
。
而

し

か

し
て
浮
生
は
夢
の
若ご

と

し
、
歓
を
な
す
こ 

 
 

と

幾
何

い

く

ば

く

ぞ
。
古
人
燭

し
ょ
く

を
秉 と

り
て
夜
遊
ぶ
は
、
良

ま
こ
と

に
以

ゆ

え

有
る
な
り
」 

 
 

こ
の
訳
は
、
天
地
は
万
物
が
仮
に
身
を
寄
せ
る
宿
（
逆
旅
）
で
あ
り
、
時
間
（
光
陰
）
は
永
遠
に
歩
み
続
け
る
旅
人
で

あ
る
。
そ
し
て
は
か
な
く
浮
か
ぶ
人
の
生
は
さ
な
が
ら
夢
の
ご
と
く
、
歓
楽
を
尽
く
す
時
が
ど
れ
ほ
ど
あ
ろ
う
か
。

古
人
が
灯
火
を
手
に
し
て
夜
も
遊
ぶ
と
詠
っ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
」 

 
 

 

芭
蕉
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
書
き
出
し
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
行
く
年
も
又
旅
人
な
り
」
は
こ
の
李
白
か

ら
想
を
得
て
い
る
。 

 
 

 

元
禄
の
作
家
井
原
西
鶴
も
「
日
本
永
代
蔵
」
の
冒
頭
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
さ
れ
ば
天
地
は
万
物
の
逆
旅
、 
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光
陰
は
百
代
の
過
客
、
浮
世
は
夢
ま
ぼ
ろ
し
と
い
ふ
」
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
中
国
名
文
選 

 

興
膳
宏 

岩
波
新
書
」
「
李
白
詩
選 

 

松
浦
友
久 

岩
波
文
庫
」 

 
 

  
十
四
世
紀
の
平
安
中
期
に
藤
原
公
任
が
編
集
し
た
、
「
和
漢
朗
詠
集
」
は
漢
詩
文
を
学
ぶ
人
の
必
読
書
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

和
と
は
和
歌
、
漢
と
は
漢
詩
文
を
さ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
唐
人
の
詩
句
一
九
五
首
の
う
ち
、
中
唐
の 

 
 

 

白
楽
天
が
一
三
五
首
、
元
稹
が
十
一
首
、
劉
禹
錫
が
四
首
あ
る
の
に
、
盛
唐
の
李
白
・
杜
甫
は
一
首
も
み
え
な
い
。 

李
白
・
杜
甫
の
傑
作
が
当
時
の
日
本
で
全
く
無
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
世
界
の
歴
史
６ 

隋
唐
帝
国
と
古
代
朝
鮮 

砺
波
護
ほ
か 

中
公
文
庫
」 

清
朝
の
康
熙
帝
勅
撰
の
「
全
唐
詩
」
に
は
日
本
人
の
二
人
だ
け
の
名
が
見
え
て
い
る
。
そ
れ
は
阿
倍
仲
麻
呂
と 

長
屋
王
で
あ
る
。 

 

◇
夏
目
漱
石
と
漢
詩 

 
 

漱
石
は
晩
年
、
小
説
「
明
暗
」
の
執
筆
の
か
た
わ
ら
、
毎
日
漢
詩
を
作
る
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
た
。 

 
 

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
十
一
月
二
十
日
の
夜
に
作
っ
た
の
が
最
後
の
漢
詩
「
無
題
」
（
七
言
律
詩
）
で
あ
っ
た
。 

最
後
の
四
句
は
次
の
如
く
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

依
稀
暮
色
月
離
草 

 

依い

稀き

た
る
暮
色 
月
は
草
を
離
れ 

 
 

衣
稀
＝
お
ぼ
ろ
な
る 

 
 

 
 

 

錯
落
秋
声
風
在
林 

 

錯
落

さ
く
ら
く

た
る
秋
声 

風
は
林
に
在あ

り 
 

 

錯
落
＝
入
り
乱
れ
る 

 
 

 
 

 

眼
耳
双
忘
身
亦
失 

 

眼げ
ん

耳じ

双ふ
た

つ
な
が
ら
忘
れ 

身
も
亦ま

た
失し

っ

す 

 
 

 
 

 

空
中
独
唱
白
雲
吟 

 

空
中
に 

独
り
唱
う 

白
雲
の
吟 

 
 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
最
後
の
二
句
は
禅
僧
の
悟
り
を
連
想
さ
せ
る
が
、
自
分
の
死
を
暗
示
す
る
句
と
も
読
め 

る
。
こ
れ
を
作
っ
た
翌
日
か
ら
床
に
就
き
、
十
九
日
後
の
十
二
月
九
日
、
漱
石
は
胃
潰
瘍
に
よ
る
大
内
出
血
を
お
こ 

し
て
死
亡
し
た
。
享
年
四
十
九
。
漢
詩
の
語
句
が
偶
然
、
後
日
起
っ
た
事
柄
の
予
言
と
な
る
こ
と
を
「
詩
讖

し

し

ん

」
と
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
怪
の
漢
文
力 
加
藤
徹 

中
公
文
庫
」 

 
 

正
岡
子
規
は
夏
目
漱
石
と
漢
詩
の
交
流
を
し
て
い
た
が
、
途
中
か
ら
漢
詩
界
は
老
臭
閑
適
に
浸
っ
て
い
る
と
し
て
漢 

 
 

詩
作
り
を
や
め
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
杜
甫
の
七
言
律
詩
「
秋
興
」
と
題
す
る
八
首
を
一
首
ご
と
そ
の
意
を
と
っ
て 

短
歌
に
し
て
い
る
。
そ
の
第
四
首
は
「
秋
深
き
都
は
あ
り
し
様
な
ら
で 

見
知
ら
ぬ
人
の
車
や
る
ら
ん
」
と
し
て 

い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
唐
詩
新
選 

陳
舜
臣 

新
潮
文
庫
」 

◇
石
川
啄
木
と
漢
詩 

 
 

杜
甫
の
「
九
日
藍
田

ら

ん

で

ん

崔
氏
荘
」
の
最
後
の
一
句
、
酔
把
須
臾
仔
細
看 

は
短
歌
「
働
け
ど
働
け
ど
猶
我
が
生
活
楽
に 

な
ら
ざ
り
、
じ
っ
と
手
を
看
る
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
啄
木
の
詩
、
一
握
の
砂
「
我
を
愛
す
る
歌
」
は
次
の
通
り
。 

 
 

 
 

東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に 

 
 

 

わ
れ
な
き
ぬ
れ
て 

蟹
と
た
は
む
る 

 
 

 
 

頬
に
つ
た
ふ 

な
み
だ
の
ご
は
ず 

 

一
握
の
砂
を
示
し
た
人
を
忘
れ
ず 

 
 

 

大
海
に
向
か
い
て
一
人 

七
八
日 

 

泣
き
な
ん
と
す
と
家
を
出
で
に
き 

 
 

 
 

い
た
く
錆
び
し
ピ
ス
ト
ル
出
で
ぬ 

 

砂
山
の 

砂
を
指
も
て
掘
り
て
あ
り
し
に 

 

以
下
略 

 
 

石
川
啄
木
は
、
座
右
の
書
と
し
て
唐
詩
選
に
親
し
ん
で
い
た
。
明
治
四
十
一
年
九
月
二
十
九
日
（
啄
木
二
十
二
歳
） 

 
 

の
日
記
に
は
、
「
杜
甫
を
少
し
読
む
。
字
々
皆
躍
っ
て
い
る
よ
う
で
、
言
々
皆
深
い
味
が
あ
る
。
無
論
楽
天
な
ど 

と
同
日
に
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
白
（
居
易
）
は
第
三
流
だ
・
・
」
「
日
本
人
の
漢
詩 

石
川
忠
久 

大
修
館
書
店
」 

 
 

つ
ま
り
啄
木
は
漢
詩
の
知
識
が
あ
り
、
杜
牧
の
「
赤
壁
」
の
詩
の
砂
の
中
か
ら
出
て
き
た
折
戟

せ

つ

げ

き

（
折
れ
た
ほ
こ
）
を 

ピ
ス
ト
ル
に
変
え
て
、
一
握
の
砂
の
詩
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

  
 

昭
和
三
十
二
年
の
石
原
裕
次
郎
の
ヒ
ッ
ト
曲
に
も
出
て
く
る
。 

 
 

「
錆 さ

び
た
ナ
イ
フ
」
一
番 

作
詞
萩
原
四
朗 

作
曲
上
原
賢
六 
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砂
山
の
砂
を
指
で
掘
っ
て
た
ら 

 
 

 
 

真
っ
赤
に
さ
び
た 

ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
が
出
て
き
た
よ 

 
 

 
 

ど
こ
の
ど
い
つ
が
埋
め
た
の
か 

胸
に
じ
ん
と
く
る
小
島
の
磯
だ 

 
 

作
詞
の
萩
原
四
朗
は
テ
イ
チ
ク
レ
コ
ー
ド
の
取
締
役
。
こ
の
人
が
漢
詩
を
読
ん
で
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
啄
木
の
詩 

の
ピ
ス
ト
ル
を
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
に
変
え
た
か
、
唐
の
時
代
の
「
赤
壁
」
の
詩
を
知
っ
て
い
た
の
か
興
味
の
あ
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
盛
岡
市
の
啄
木
記
念
館
に
記
さ
れ
て
い
た
話
」 

 
 

こ
れ
の
も
と
の
漢
詩
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

「
赤
壁
」 

（
赤
壁
） 

 

杜と

牧ぼ
く 

 

 
 

 
 

 

折
戟
沈
沙
鐵
未
銷 

 
折せ

つ

戟げ
き 

沙す
な

に
沈
ん
で
鉄 

未
だ

銷
し
ょ
う

せ
ず 

 

折
戟
＝
折
れ
た
ほ
こ 

 
 

 
 

 

自
将
磨
洗
認
前
朝 

 
自

お
の
ず

か
ら
磨
洗
を
将も

っ
て 

前
朝
を
認
む 

前
朝
＝
唐
の
前
の
六
朝
時
代 

 
 

 
 

 

東
風
不
興
周
郎
便 

 

東
風 
周
郎

し
ゅ
う
ろ
う

が
与た

め

に
便べ

ん

な
ら
ず
ん
ば 

 

周
郎
＝
呉
の
将
軍 

銅
雀
＝
曹
操
の
別
荘 

 
 

 
 

 

銅
雀
春
深
鎖
二
喬 

 

銅ど
う

雀
じ
ゃ
く 

春
深
う
し
て
二に

喬
き
ょ
う

を
鎖と

ざ

さ
ん 

 

二
喬
＝
喬
公
の
二
人
の
娘 

 
 

二
〇
八
年
の
赤
壁
の
戦
い
か
ら
杜と

牧ぼ
く

の
時
代
ま
で
六
百
年
の
歳
月
が
た
っ
て
、
折
れ
た
ほ
こ
が
ま
だ
錆
び
て
消
滅
し 

 
 

て
い
な
い
と
い
う
。
更
に
、
呉
の
将
軍
周
瑜

し
ゅ
う
ゆ

が
魏ぎ

の
曹
操

そ
う
そ
う

の
大
軍
の
船
団
を
焼
き
打
ち
に
で
き
た
東
の
風
が
吹
か
な 

か
っ
た
な
ら
ば
、
魏
が
勝
利
し
て
絶
世
の
美
人
で
あ
る

喬
き
ょ
う

の
姉
妹
（
呉
の
大
尉
（
国
防
相
）
橋
玄
の
娘
で
姉
は
孫
策
、 

妹
を
周
瑜
が
妻
に
し
て
い
た
）
は
魏
の
曹
操
に
手
籠
め
に
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
意
味
で
あ
る
。  

 ◇
乃
木
将
軍
の
詩
に
も
こ
れ
に
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

「
西
南
役
後
過
田
原
」 

（
西
南
の
役
後 

田
原

た
ば
る

を
過 す

ぐ
） 

乃
木
希ま

れ

典す
け 

 

 
 

 
 

 

田
原
一
望
秋
将
老 

 

田
原

た

ば

る 

一
望 

秋
将ま

さ

に
老お

い
ん
と
す 

 
 

 
 

 

新
戰
場
荒
草
木
摧 

 

新
戦
場 

荒
れ
て 

草
木
摧く

だ

く 

 
 

 
 

 

忽
見
村
童
三
両
四 

 

忽
た
ち
ま

ち
見
る 

村
童 

三
両
四

さ
ん
り
ょ
う
し 

 
 

 
 

 

砂
中
拾
得
弾
丸
来 

 

砂
中 

弾
丸
を
拾
得

し
ゅ
う
と
く

し
て
来
る 

 

三 

科
挙
の
試
験 

 
 

 

昔
の
中
国
は
役
人
天
国
で
あ
り
、
官
吏
に
な
る
こ
と
が
最
も
有
利
な
職
業
で
あ
っ
た
。
官
吏
へ
の
門
は
貴
族
の 

子
弟
に
独
占
さ
れ
て
お
り
、
情
実
が
横
行
し
不
公
正
が
は
び
こ
っ
て
い
た
。
貴
族
以
外
の
庶
民
は
た
と
え
有
能
な 

人
物
で
も
官
界
で
活
躍
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。 

 
 

 

隋
の
文
帝
は
こ
れ
を
改
革
し
よ
う
と
広
く
天
下
か
ら
人
材
を
登
用
し
て
、
貴
族
の
専
横
を
抑
え
、
天
子
の
独
裁 

権
を
高
め
よ
う
と
し
て
科
挙
の
制
度
を
確
立
し
た
。
官
吏
を
試
験
で
採
用
す
る
の
は
中
国
人
の
発
明
で
あ
っ
た
。 

（
こ
れ
は
中
国
の
四
大
発
明
の
印
刷
、
羅
針
盤
、
火
薬
や
紙
に
な
ら
ぶ
発
明
と
い
わ
れ
る
） 

 
 

 

科
挙
制
度
に
よ
っ
て
、
試
験
に
合
格
す
れ
ば
布
衣

ほ

い

（
一
般
人
）
か
ら
大
臣
宰
相
に
な
れ
る
と
い
う
こ
の
制
度
が
、 

 
 

 

天
下
の
青
年
た
ち
に
青
春
の
す
べ
て
を
こ
れ
に
投
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
は
立
身
出 

世
の
必
要
条
件
と
な
っ
た
。 

唐
代
で
は
「
白
衣
公
卿
」
と
か
「
一
品

い

ち

ひ

ん

白
衫

は

く

さ

ん

」
と
も
て
は
や
さ
れ
た
。
白
衣
・
白
衫
は
無
位
無
官
の
人
の
服
。 

将
来
は
公
卿
（
大
臣
）
と
な
っ
て
、
一
品
の
位
に
な
る
と
い
う
意
。
（
官
吏
の
位
階
級
は
下
か
ら
九
品
、
九
段
階
に
分 

 

け
そ
の
最
高
位
が
一
品
で
あ
る
） 

 

 
 

◇
科
挙
の
難
関
は
言
語
に
絶
し
た
。
一
生
か
か
っ
て
も
及
第
し
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
夜
行
」 

（
夜
に
行
く
） 

 
 

 

晁
沖
之

ち
ょ
う
ち
ゅ
う
し 
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老
去
功
名
意
転
疎 

 

老
い
去
り
て 

功
名
の
意 

転う
た

た
疎

お
ろ
そ

か
な
り 

 
 

 
 

 
 

独
騎
痩
馬
適
長
途 

 

独
り
痩
せ
馬
に
騎の

り 

長
き
途
を
適ゆ

く 

 
 

 
 

 
 

孤
村
到
暁
猶
燈
火 

 

孤
村 

暁
に
到
る
も 

猶な

お
灯
火 

 
 

 
 

 
 

知
有
人
家
夜
読
書 

 

知
る 

人
家 

夜 

書
を
読
む
有
る
を 

 
 

 

作
者
自
身
た
び
た
び
試
験
に
失
敗
し
、
及
第
で
き
な
か
っ
た
人
で
、
老
境
を
迎
え
て
不
遇
を
か
こ
ち
つ
つ
、 

か
つ
て
の
若
き
自
分
の
姿
を
見
る
思
い
で
、
田
舎
の
受
験
生
へ
慈
し
み
の
眼
を
向
け
て
通
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

◇
科
挙
制
度
が
最
も
完
備
し
た
清
代
末
期
を
見
る
と
、
試
験
は
次
の
よ
う
な
段
階
が
あ
っ
た
。 

 

ま
ず
地
方
で
は
、
県
試
、
府
試
、
院
試
が
あ
り
院
試
の
合
格
者
に
は
生
員
の
称
号
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
郷

ご

う

試 し

の 

予
備
試
験
で
あ
る
科
試
の
合
格
者
に
は
秀
才
の
称
号
が
与
え
ら
れ
た
。 

 

そ
し
て
全
国
で
八
ブ
ロ
ッ
ク
の
各
省
ご
と
に
郷

ご

う

試 し

が
行
わ
れ
る
。 

中
央
の
試
験
は
会
試
と
称
さ
れ
、
受
験
生
を
挙
子
と
い
う
。
合
格
者
は
貢
士

こ

う

し

と
呼
ば
れ
る
。 

最
終
で
天
子
が
自
ら
行
な
う
殿

で

ん

試 し

の
及
第
者
が
進
士
で
あ
る
。 

 

１ 

科
試 

 

合
格
者
は
秀
才
と
呼
ば
れ
、
郷
試
に
赴
く
こ
と
が
で
き
る
。
（
後
漢
以
降
、
光
武
帝
の
諱

い
み
な

が 

秀
で
あ
っ
た
た
め
秀
才
と
い
う
言
葉
が
つ
か
え
な
く
な
り
、
茂
才
と
言
い
か
え
ら
れ
た
） 

２ 

郷
試 

 

合
格
者
は
挙
人
と
呼
ば
れ
た
。
各
省
の
首
府
で
、
三
年
毎
に
八
月
に
一
週
間
実
施
。 

成
績
一
番
は
解
元
と
い
う
。
（
唐
宋
で
は
解
試
と
い
っ
た
） 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

３ 

挙
人
覆ふ

く

試し 

（
覆
試
は
再
試
験
の
こ
と
）
郷
試
の
翌
年
二
月
十
五
日
に
北
京
で
。
県
か
ら
旅
費
が
出
た
。 

４ 

会
試 

 

合
格
者
は
貢
士
と
呼
ば
れ
た
。
北
京
で
三
月
九
、
十
二
、
十
五
日
の
三
回
に
わ
た
り
実
施
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
唐
末
で
は
省
試
と
い
っ
た
）
会
試
の
成
績
一
番
は
会
元
と
い
う
。 

５ 

会
試
覆
試 

 

６ 

殿
で

ん

試 し 
 

合
格
者
は
進
士
と
呼
ば
れ
た
。
宋
代
か
ら
始
ま
っ
た
天
子
が
行
う
試
験
。
こ
の
試
験
に
よ
っ
て 

 
 

 
 

 
 

宋
代
か
ら
は
、
官
僚
は
皇
帝
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
絆
が
生
ま
れ
た
。 

成
績
一
番
は
状
元

じ

ょ

う

げ

ん

と
い
う
。
殿
試
で
は
落
第
は
無
く
、
順
位
だ
け
を
決
め
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

◇
高
級
官
僚
の
登
竜
門
と
さ
れ
た
進
士
科
は
最
難
関
で
あ
り
、
合
格
率
は
唐
代
で
百
人
に
一
、
二
人
だ
っ
た
。
唐
代 

 
 

 

の
後
期
、
毎
年
約
一
千
名
が
受
験
し
、
合
格
者
は
数
十
人
だ
っ
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
応
募
者
が
急
増
し
た
。 

合
格
者
は
数
百
人
と
な
り
進
士
と
な
っ
て
も
官
位
に
就
け
な
い
た
め
宋
代
か
ら
試
験
は
三
年
に
一
度
と
な
っ
た
。 

 
 

 

清
朝
で
は
合
格
者
が
二
百
人
ほ
ど
い
た
が
こ
れ
は
初
め
か
ら
の
受
験
生
の
三
千
人
に
一
人
の
割
合
と
い
わ
れ
た
。 

 
 

 

試
験
の
責
任
者
は
礼
部
尚
書
（
文
部
大
臣
）
で
あ
り
こ
の
役
目
を
知
貢
挙
と
呼
ぶ
。
答
案
審
査
員
は
考
官
と
よ
び
、 

 
 

 

二
十
二
名
が
天
子
か
ら
任
命
さ
れ
彼
ら
も
外
部
と
の
交
通
を
一
切
遮
断
さ
れ
、
試
験
終
了
ま
で
缶
詰
に
さ
れ
る
。 

 
 

 

考
官
は
答
案
を
審
査
し
て
総
合
順
位
を
決
め
、
礼
部
尚
書
か
ら
天
子
に
奏
上
し
て
裁
可
を
請
う
。
こ
れ
が
四
月
十 

 
 

 

五
日
以
内
ま
で
に
行
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
科
挙 

宮
崎
市
定 

中
公
文
庫
」 

 
 

 

合
格
発
表
を
「
放
榜

ほ

う

ぼ

う

」
と
い
い
、
張
り
出
さ
れ
る
掲
示
「
榜
書
」
は
め
で
た
い
黄
紙
を
用
い
濃
い
墨
で
ふ
と
ぶ
と 

 
 

 

と
合
格
者
の
名
が
書
か
れ
た
。 

科
挙
最
高
段
階
の
会
試
は
、
宋
代
か
ら
は
三
年
に
一
度
だ
が
、
と
き
に
臨
時
の
も
の
（
制
挙
）
も
あ
り
清
代
、 

二
百
六
十
数
年
の
あ
い
だ
に
、
百
十
二
回
行
わ
れ
た
。 

首
席
合
格
者
を
状
元

じ

ょ

う

げ

ん

と
い
う
が
（
二
位
は
榜
眼
、
三
位
探
花
と
い
う
）
、
百
十
二
人
う
ま
れ
た
状
元
の
う
ち
、
江
蘇 

省
四
十
九
名
、
浙
江
省
二
十
名
で
、
こ
の
両
省
出
身
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
地
方
は
蘇
州
で
あ
り
、 

こ
こ
は
江
南
の
中
心
で
貿
易
な
ど
経
済
の
繁
栄
に
よ
っ
て
学
者
や
詩
文
の
徒
、
仏
教
寺
院
が
多
く
学
問
の
レ
ベ 

ル
が
ず
ば
ぬ
け
て
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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鄧
小
平
、
陳
毅
、
郭
沫
若
な
ど
二
十
世
紀
の
偉
材
を
輩
出
し
た
四
川
省
も
、
清
代
二
百
六
十
余
年
間
、
た
っ
た 

一
人
の
状
元
を
出
し
た
だ
け
で
あ
る
。
広
東
三
名
、
湖
北
三
名
、
湖
南
二
名
、
河
南
、
陝

せ

ん

西
せ

い

は
各
一
名
、
雲
南
、 

山
西
、
甘

か

ん

粛
し
ゅ
く

、
台
湾
か
ら
は
一
人
も
出
て
い
な
い
。 

江
蘇
省
の
趙
翼
（
の
ち
の
史
学
者
）
は
三
十
四
歳
で
進
士
及
第
、
殿
試
第
一
席
で
あ
っ
た
が
、
乾
隆
帝
が
ま
だ
陝せ

ん

西せ
い 

省
か
ら
第
一
席
が
出
て
い
な
い
と
言
い
第
三
席
の
王
杰

お

う

け

つ

と
入
れ
替
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。 

（
こ
の
二
行
「
大
清
帝
国 

増
井
経
夫 

講
談
社
学
術
文
庫
」
） 

 
 

◇
唐
代
に
は
、
毎
年
科
挙
の
試
験
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
だ
殿
試
と
い
う
も
の
が
無
か
っ
た
た
め
、
後
世
の
会
試
に 

 
 

 

当
た
る
貢
挙
を
通
過
す
れ
ば
進
士
に
な
れ
た
。
初
唐
の
科
挙
に
は
、
秀
才
・
明
経
・
進
士
・
明
法
な
ど
六
科
が 

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
秀
才
科
は
早
く
に
廃
止
さ
れ
た
。
明
経
科
は
経
書
（
儒
学
）
に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、 

 
 

 

進
士
科
は
政
治
の
論
策
・
詩
賦
が
試
さ
れ
、
明
法
科
は
法
律
の
知
識
が
必
要
で
あ
っ
た
。
明
字
科
は
書
道
に
明
る 

 
 

 

く
字
が
上
手
な
こ
と
、
明
算
科
は
計
算
能
力
が
試
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
科
の
う
ち
応
募
者
が
断
然
多
か
っ
た 

の
が
明
経
科
と
進
士
科
だ
っ
た
。
し
だ
い
に
定
型
的
な
回
答
を
要
求
す
る
明
経
科
よ
り
も
、
自
由
な
力
が
発
揮
で 

き
る
進
士
科
の
ほ
う
が
好
ま
れ
て
盛
ん
に
な
っ
た
。 

 
 

 

進
士
科
は
競
争
率
百
倍
（
唐
で
は
合
格
者
は
毎
年
五
～
三
十
名
）
、
明
経
科
は
十
倍
と
い
わ
れ
、
少
し
易
し
か
っ
た 

た
め
「
五
十
歳
で
は
若
い
進
士
」
「
三
十
歳
で
は
年
寄
り
の
明
経
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。 

元
稹
は
十
五
歳
で
明
經
科
に
合
格
し
て
い
る
。 

 
 

 

の
ち
に
、
宋
に
な
っ
て
、
王
安
石
の
改
革
の
と
き
に
、
諸
科
が
廃
止
さ
れ
進
士
科
だ
け
に
な
っ
た
。 

 
 

 

進
士
科
に
は
初
唐
の
六
八
一
年
以
降
、
詩
賦
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
漢
詩
を
隆
盛
に
導
い
た
原
因
の
一
つ
と
い 

え
る
。
官
僚
・
政
治
家
は
同
時
に
詩
人
で
あ
る
と
い
う
現
象
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
文
学
の
わ
か
る
政
治 

家
と
い
う
伝
統
が
唐
代
に
根
付
い
た
。 

 
 

 

科
挙
の
試
験
は
採
点
・
出
題
な
ど
方
式
が
定
ま
っ
て
い
る
の
で
、
非
常
特
別
の
才
能
を
持
っ
た
も
の
が
ふ
る
い
落 

 
 

 

と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
才
能
の
あ
る
も
の
は
科
挙
を
軽
蔑
し
て
受
験
し
な
い
と
も
限
ら 

 
 

 

な
い
。
ま
た
宋
以
降
の
三
年
に
一
度
の
科
挙
の
試
験
で
救
え
な
い
よ
う
な
物
を
別
の
不
定
期
の
試
験
で
採
用 

し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
が
制
科
（
制
挙
と
も
い
う
）
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

制
科
は
科
挙
が
始
め
ら
れ
た
隋
の
時
代
か
ら
存
在
し
、
博
学
宏
詞
科
、
書
判
抜
萃
科
、
賢
虜
良
方
正
科
な
ど
が
そ 

 
 

 

れ
で
あ
る
。
制
科
は
あ
る
意
味
で
は
科
挙
よ
り
難
し
く
、
皇
帝
の
お
声
が
か
り
の
制
旨
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
合
格 

者
は
北
宋
の
全
部
を
通
じ
て
も
数
え
る
ほ
ど
少
な
か
っ
た
。
（
こ
の
三
行
「
宋
名
臣
言
行
録 

朱
熹
ち
く
ま
学
芸
文
庫
」
） 

 

 
 

◇
と
こ
ろ
で
、
荊
州

け
い
し
ゅ
う

は
現
在
の
湖
北
か
ら
湖
南
に
か
け
て
の
土
地
で
、
教
育
熱
心
で
、
文
化
人
も
多
か
っ
た
。 

 
 

 

そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
も
、
進
士
合
格
者
が
出
な
か
っ
た
。
試
験
の
結
果
が
発
表
さ
れ
る
た
び
に
、
出
る
の
は 

 
 

 

人
々
の
た
め
息
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
人
々
は
悲
観
し
て
、
自
分
た
ち
の
土
地
を
「
天
荒
」
と
称
し
て
い
た
。 

 
 

 

こ
れ
は
天
地
混
沌
と
し
た
未
開
の
意
味
で
あ
り
、
同
時
に
人
材
の
不
作
を
自
嘲
し
た
命
名
な
の
で
あ
る
。 

 
 

 

百
年
も
二
百
年
も
荊
州
か
ら
進
士
が
出
な
い
。
と
こ
ろ
が
長
沙
の
町
の
劉

り
ゅ
う

蛻
ぜ

い

と
い
う
者
が
、
は
じ
め
て
合
格
し 

た
。
土
地
の
人
た
ち
は
夢
で
は
あ
る
ま
い
か
と
叫
び
つ
い
に
「
天
荒
」
を
破
っ
た
の
だ
と
い
っ
た
。
「
破
天
荒
」 

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
劉

り
ゅ
う

蛻
ぜ

い

の
進
士
合
格
に
由
来
す
る
試
験
地
獄
か
ら
生
ま
れ
た
成
語
な
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
弥
縫
録 

 

陳
舜
臣 

中
公
文
庫
」 

 
 

 

状
元
は
首
席
合
格
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
状
は
試
験
答
案
の
こ
と
で
一
番
上
に
置
か
れ
る
の
で
、
「
状
の
元
」
に 

 
 

  

な
る
の
で
あ
る
。
首
席
の
答
案
は
、
他
の
人
の
答
案
を
上
か
ら
圧
え
つ
け
て
い
る
の
で
「
圧
巻
」
と
い
う
言
葉
が 

 
 

 

あ
る
。
巻
は
答
案
用
紙
の
こ
と
で
あ
る
。
状
元
は
周
り
か
ら
は
未
来
の
宰
相
候
補
と
み
な
さ
れ
た
。 

  
 

◇
試
験
の
実
情
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
の
時
代
の
郷
試
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。 

 
 

 

地
方
で
行
わ
れ
る
郷
試
は
三
年
に
一
度
、
一
週
間
行
わ
れ
る
。
八
月
九
日
に
第
一
回
の
試
験
、
十
二
日
に
第
二
回
、 

十
五
日
に
第
三
回
で
あ
る
。 
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場
所
は
各
省
の
首
府
で
、
中
央
か
ら
試
験
官
が
出
向
い
て
く
る
。
試
験
場
は
貢
院
と
い
い
、
一
人
だ
け
入は

い

れ
る 

 
 

 
独
房
が
何
千
、
何
万
と
作
ら
れ
常
設
の
建
物
で
あ
る
。 

 
 

 
南
京
の
貢
院
は
南
宋
の
と
き
に
設
立
さ
れ
、
敷
地
七
万
平
方
米
（
東
京
ド
ー
ム
五
個
分
）
、
受
験
生
の
部
屋
は 

 
 

 

二
万
六
百
四
十
四
室
。
（
清
末
に
取
り
壊
さ
れ
市
場
に
な
っ
た
） 

 
 

 

部
屋
は
巾
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
仕
切
ら
れ
た
独
房
で
あ
る
。
床
は
な
く
土
間
で
、
三
方
は
煉
瓦
壁
で
あ
る
。 

 
 

 

長
い
板
が
三
枚
あ
っ
て
、
こ
れ
を
壁
に
橫
わ
た
し
に
し
て
、
上
は
荷
物
の
置
き
棚
、
次
は
机
、
下
は
腰
掛
と
す 

 
 

 

る
。
入
口
に
戸
は
無
い
。 

 
 

 

受
験
生
（
挙
士
）
は
硯
や
墨
・
筆
、
土
鍋
・
食
料
品
、
布
団
、
カ
ー
テ
ン
を
担
い
で
持
ち
込
む
。 

 
 

 

水
が
め
と
ト
イ
レ
は
通
路
の
突
き
当
り
に
設
置
さ
れ
る
。
蝋
燭
は
支
給
さ
れ
る
。 

 
 

 

本
や
書
類
は
持
ち
込
み
禁
止
、
何
百
人
も
の
係
員
が
受
験
生
二
十
人
ご
と
に
担
当
し
て
身
体
検
査
を
三
回
行
う
。 

 
 

 

係
員
も
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
。
係
員
の
兵
卒
は
持
ち
込
み
品
、
カ
ン
ニ
ン
グ
用
の
豆
本
な
ど
を
見
つ
け
る 

と
、
銀
三
両
の
賞
が
も
ら
え
る
の
で
懸
命
で
あ
る
。 

翌
日
朝
か
ら
試
験
と
な
り
、
朝
暗
い
う
ち
か
ら
係
員
が
回
っ
て
き
て
、
前
に
預
け
た
預
か
り
証
と
引
き
換
え
に
答 

案
用
紙
を
配
布
す
る
。
持
ち
時
間
は
翌
日
の
夕
方
ま
で
で
あ
る
。
夜
は
ロ
ー
ソ
ク
を
灯
す
こ
と
も
で
き
る
し
、 

土
鍋
で
飯
を
炊
く
こ
と
も
で
き
る
。
布
団
で
一
休
み
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
三
日
目
の
朝
、
号
砲
が
鳴
り
答
案
を 

提
出
（
夕
方
ま
で
出
さ
な
い
で
粘
っ
て
も
よ
い
）
す
れ
ば
外
出
で
き
る
。 

 
 

 

次
の
日
第
二
回
の
試
験
が
始
ま
り
二
晩
三
日
で
終
わ
る
。
答
案
を
提
出
す
れ
ば
こ
の
日
は
外
に
出
て
一
日
休
み
。 

 
 

 

第
三
回
は
古
今
の
政
治
に
対
す
る
評
論
を
述
べ
る
試
験
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
一
週
間
に
わ
た
っ
た
試
験
が
終
る
。 

 
 

 

答
案
は
試
験
官
に
渡
さ
れ
る
前
に
、
書
記
の
手
で
す
べ
て
覆
写

ふ
く
し
ゃ

さ
れ
た
。
筆
跡
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
も
の
だ
と 

 
 

 

知
れ
な
い
よ
う
に
し
て
審
査
す
る
た
め
で
あ
る
。
（
唐
代
で
は
ま
だ
こ
れ
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
） 

 
 

 

合
格
す
る
と
挙
人
と
な
り
、
大
き
な
名
誉
を
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
郷
試
に
合
格
し
て
も
、
最
終
の
進
士
に 

 
 

 

な
る
ま
で
に
は
、
挙
人
覆
試
、
会
試
、
会
試
覆
試
、
と
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
、
殿
試
、
朝
考
に
合
格
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

 
 

 

試
験
問
題
は
郷
試
の
場
合
、
四
書
題
が
三
、
詩
題
が
一
で
韻
を
指
定
さ
れ
る
。
五
言
排
律
が
標
準
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

会
試
は
第
一
回
に
四
書
題
三
、
詩
題
一
。
第
二
回
に
五
経
題
五
。
第
三
回
に
策
論
題
五 

が
出
さ
れ
る
。 

 


