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瞻　

夕　

欣　

良　

讌　
　
　

夕ゆ
う
べを

瞻み

て
良

り
ょ
う

讌え
ん

を
欣
ぶ
も

離　

言　

聿　

云　

悲　
　
　

離わ
か
れの

言　

聿こ
こ

に
云こ

こ

に
悲
し

晨　

鳥　

暮　

來　

還　
　
　

晨
鳥　

暮く
れ

に
来
り
還
り

懸　

車　

斂　

餘　

暉　
　
　

懸
車　

余よ

暉き

を
斂お

さ

む

逝　

止　

判　

殊　

路　
　
　

逝
く
と
止と

ど

ま
る
と
殊
路
を
判わ

か

つ

旋　

駕　

悵　

遲　

遲　
　
　

駕
を
旋め

ぐ

ら
せ
ば
悵か

な

し
く
も
遅
遅
た
り

目　

送　

囘　

舟　

遠　
　
　

回
舟
の
遠
ざ
か
る
を
目
送
す
れ
ば

情　

隨　

萬　

化　

遺　
　
　

情
は
万
化
に
随し

た
がい

て
遺の

こ

る
�

（「
於
王
撫
軍
座
送
客（

一
）」

よ
り
）

×＋　
　
　
　
　
　
　
×＋　
　
　
　
　
　
　
×＋　
　
　
　
　
　
　
×＋

漢
籍
逍
遥

八
月
の
光
─
─
回
想
の
陶
淵
明
─
─

森
ま
り
子
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木
の
葉
の
そ
よ
ぎ
や
陰
影
は
、
黄
金
色
に
輝
く
夏
か
ら
澄
ん
だ
秋
へ
の
移
ろ
い
に
気
付
か
し
め
る
。
木
々
の
葉
は
、
夏
至

の
頃
か
ら
二
か
月
に
も
わ
た
り
真
夏
の
光
の
み
を
反
射
し
て
、
太
陽
そ
の
も
の
の
よ
う
に
輝
く
。
八
月
の
光
が
薄
れ
る
頃
、

真
昼
の
残
暑
の
日
差
し
が
い
か
に
盛
夏
を
錯
覚
さ
せ
よ
う
と
、
木
々
の
一
葉
と
一
葉
の
間
に
か
す
か
な
影
が
宿
る
。
一
枚
一

枚
の
葉
が
別
の
葉
の
影
を
映
す
よ
う
に
な
る
時
、
昼
間
に
は
目
立
た
ぬ
が
日
が
傾
く
に
つ
れ
て
色
濃
く
な
る
そ
の
陰
影
に
、

人
は
夏
の
衰
え
を
知
る
。

少　

無　

适　

俗　

　
　
　

少わ
か

き
よ
り
俗
に
適か

な

う
の
韻

し
ら
べ

無
く

性　

本　

愛　

丘　

山　
　
　

性　

本も

と
丘
山
を
愛
せ
し
に

誤　

落　

塵　

網　

中　
　
　

誤
っ
て
塵
網
の
中う

ち

に
落
ち

一　

去　

十　

三　

年　
　
　

一
た
び
去
り
て
よ
り
十
三
年（

二
）

羈　

鳥　

戀　

舊　

林　
　
　

羈
鳥
は
旧
林
を
恋
い

池　

魚　

思　

故　

淵　
　
　

池
魚
は
故
淵
を
思
う

開　

荒　

南　

野　

際　
　
　

荒
を
南
野
の
際
に
開
か
ん
と

守　

拙　

歸　

園　

田　
　
　

拙
を
守
っ
て
園
田
に
帰
る

方　

宅　

十　

餘　

畝　
　
　

方
宅　

十
じ
ゅ
う

余よ

畝ほ

草　

屋　

八　

九　

間　
　
　

草
屋　

八は
ち

九く

間け
ん

楡　

柳　

蔭　

後　

簷　
　
　

楡
柳　

後こ
う

簷え
ん

を
蔭お

お

い
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桃　

李　

羅　

堂　

歬　
　
　

桃
李　

堂
前
に
羅つ

ら

な
る

　

　

遠　

人　

村　
　
　

た
り　

遠
人
の
村

依　

依　

墟　

里　

𤇆　
　
　

依
依
た
り　

墟
里
の
煙

狗　

吠　

深　

巷　

中　
　
　

狗い
ぬ

は
吠
ゆ　

深し
ん

巷こ
う

の
中う

ち

鷄　

鳴　

桑　

樹　

巓　
　
　

鶏
は
鳴
く　

桑
樹
の
巓

い
た
だ
き

戶　

庭　

無　

塵　

雜　
　
　

戸
庭　

塵
雑
無
く

虛　

室　

有　

餘　

閒　
　
　

虚
室　

余よ

閒か
ん

あ
り

久　

在　

樊　

籠　

裏　
　
　

久
し
く
樊
籠
の
裏う

ち

に
在
り
し
も

復　

得　

﨤　

自　

然　
　
　

復
た
自
然
に
返
る
を
得
た
り

�

（「
歸
園
田
居　

其
一
」）

私
が
陶
淵
明
と
出
逢
っ
た
の
は
、
八
月
の
光
あ
ふ
れ
る
伊
豆
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。「
園
田
の
居
に
帰
る
」
冒
頭
の
こ
の

詩
は
、
思
春
期
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
た
十
二
才
の
私
の
心
を
た
ち
ま
ち
に
し
て
捉
え
た
。
父
の
書
棚
に
あ
っ
た
『
中
国
詩

人
選
集
』
の
陶
淵
明
巻（

三
）の

布
製
の
背
表
紙
に
穴
が
あ
く
ま
で
読
み
、
そ
ら
ん
じ
る
ま
で
に
な
っ
た
、
そ
の
詩
人
と
の
出
逢
い

で
あ
る
。

周
囲
に
自
然
に
置
か
れ
て
い
た
古
色
蒼
然
と
し
た
古
今
東
西
の
多
く
の
文
学
の
中
で
も
、
何
故
と
り
わ
け
陶
淵
明
に
惹
か

れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
陶
淵
明
の
詩
文
は
、
そ
の
思
索
の
深
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
古
来
多
く
の
中
国
や

日
本
の
文
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
。
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
側
面
に
私
も
無
意
識
的
に
惹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
伊
豆
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の
八
月
の
光
の
中
で
陶
淵
明
に
惹
か
れ
た
少
女
も
ま
た
、「
少
き
よ
り
俗
に
適
う
の
韻
無
く　

性
本
と
丘
山
を
愛
せ
し
」
者

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
少
女
が
長
じ
た
今
も
そ
う
で
あ
る
事
を
考
え
る
と
、「
無
适
俗

」
ゆ
え
に
心
の
ど
こ
か
で
生
き
づ

ら
さ
を
感
じ
て
い
た
少
女
が
、
自
分
と
同
じ
種
類
の
人
間
の
感
情
を
い
に
し
え
び
と
の
文
章
に
見
出
し
て
直
感
的
に
惹
か
れ

た
、
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

や
が
て
私
は
古
来
日
本
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
、『
古
文
真
宝
』『
唐
詩
選
』『
史
記
』
な
ど
に
親
し
み
な
が
ら
漢
文
の

世
界
に
一
人
分
け
入
っ
て
い
っ
た
。
特
に
『
古
文
真
宝
』
で
は
「
歸
去
來
辭
」
を
は
じ
め
と
す
る
陶
淵
明
の
作
品
の
み
な
ら

ず
、
汨
羅
に
身
を
投
じ
た
屈
原
、「
歓
楽
極
ま
り
て
哀
情
多
し
」
と
う
た
っ
た
漢
武
帝
、「
先
帝
業
を
創は

じ

め
て
未
だ
半な

か
ばな
ら
ず

し
て
、
中
道
に
し
て
崩
殂
す
」
と
格
調
高
く
書
き
出
す
「
出
師
表
」
で
今
も
胸
を
打
つ
誠
意
を
吐
露
し
た
諸
葛
亮
な
ど
の
古

い
時
代
の
詩
文
か
ら
、
完
成
さ
れ
た
様
式
美
を
備
え
る
李
白
・
杜
甫
・
白
居
易
な
ど
の
唐
代
の
詩
文
、
完
成
の
先
に
あ
る
幽

玄
を
感
じ
さ
せ
る
蘇
軾
な
ど
の
宋
代
の
詩
文
ま
で
、
ご
く
自
然
に
親
し
ん
だ
の
で
あ
る（

四
）。
李
白
と
杜
甫
の
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
る
味
わ
い
に
も
惹
か
れ
、
唐
代
の
三
大
詩
人
の
中
で
は
杜
甫
の
詩
の
陰
影
あ
る
格
調
に
最
も
惹
か
れ
た
が
、
様
式
美
と

精
神
性
は
究
極
的
に
は
両
立
し
が
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
結
局
陶
淵
明
を
上
回
っ
て
私
の
心
を
捉
え
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
顧
み
れ
ば
、
同
じ
様
に
感
じ
る
文
人
は
過
去
に
も
い
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば
蘇
軾
の
次
の
陶
淵
明
評
に
は
深
く
共

感
す
る
も
の
が
あ
る
。「
吾
れ
詩
人
に
於
て
甚
だ
好
む
所
な
し
、
独
り
淵
明
の
詩
を
好
む
。
淵
明
、
詩
を
作
る
こ
と
多
か
ら
ず
、

然
れ
ど
も
そ
の
詩
は
質
に
し
て
実
は
綺
、
癯や

せ
て
い
て
実
は
腴こ

ゆ
。
曹
（
植
）、
劉
（
楨
）、
鮑
（
照
）、
謝
（
朓
）、
李
（
白
）、

杜
（
甫
）
の
諸
人
、
み
な
及
ば
ざ
る
な
り
」（『
東
坡
続
集
』
巻
三
）。
李
白
と
杜
甫
が
西
洋
音
楽
で
言
う
と
こ
ろ
の
古
典
派
で
、

「
長
恨
歌
」
の
白
居
易
や
「
赤
壁
賦
」
の
蘇
軾
が
ロ
マ
ン
派
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
陶
淵
明
は
紛
れ
も
な
く
バ
ロ
ッ
ク
─
─
一
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見
理
知
的
で
あ
り
な
が
ら
本
質
は
激
し
い
ま
で
の
情
熱
と
魂
の
崇
高
さ
を
内
面
に
秘
め
る
バ
ロ
ッ
ク
の
詩
人
で
あ
り
、
私
に

と
っ
て
は
西
洋
音
楽
の
作
曲
家
の
中
で
こ
よ
な
く
愛
す
る
バ
ッ
ハ
に
匹
敵
す
る
存
在
で
あ
り
続
け
た
。

「
少
き
よ
り
俗
に
適
う
の
韻
無
く
」
の
詩
は
、
陶
淵
明
が
官
吏
の
生
活
を
捨
て
て
田
園
に
帰
っ
た
感
慨
を
う
た
っ
た
「
園

田
の
居
に
帰
る
」
其
一
で
あ
る（

五
）。

陶
淵
明
の
詩
集
を
開
い
た
時
の
最
初
の
出
逢
い
が
鮮
烈
で
あ
っ
た
た
め
か
、
私
に
と
っ
て

は
今
で
も
、
そ
の
詩
集
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
詩
に
始
ま
る
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
五
首
の
連
作
が
、
と
り
わ
け

思
い
出
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
掲
げ
る
の
は
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
其
四
で
あ
る
。

久　

去　

山　

澤　

游　
　
　

久ひ
さ

去し
か

り
し
山
沢
の
游あ

そ

び

浪　

莾　

林　

野　

娛　
　
　

浪ろ
う

莾も
う

た
る
林
野
の
娯た

の

し
み

試　

攜　

子　

姪　

輩　
　
　

試
み
に
子し

姪て
つ

の
輩
を
携
え

披　

榛　

歩　

荒　

墟　
　
　

榛し
ん

を
披ひ

ら

い
て
荒
墟
を
歩
む

徘　

徊　

丘　

壠　

間　
　
　

徘
徊
す　

丘
き
ゅ
う

壠ろ
う

の
間か

ん

依　

依　

昔　

人　

居　
　
　

依
依
た
り　

昔
人
の
居

井　

竈　

有　

遺　

處　
　
　

井せ
い

竈そ
う

は
遺の

こ

れ
る
処あ

と

有
り

桑　

竹　

殘　

朽　

株　
　
　

桑
竹
は
朽
ち
た
る
株
を
残
す

借　

問　

寀　

薪　

者　
　
　

借し
ゃ

問も
ん

す　

薪
を
採
る
者
よ

此　

人　

皆　

焉　

如　
　
　

此
の
人　

皆
な
焉い

ず

く
に
如ゆ

け
る
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薪　

者　

向　

我　

言　
　
　

薪し
ん

者じ
ゃ　

我
に
向
い
て
言
え
り

死　

沒　

無　

復　

餘　
　
　

死
没
し
て
復
た
余の

こ

れ
る
も
の
無
し
と

一　

世　

異　

朝　

市　
　
　

一
世　

朝
市
を
異
に
す

此　

語　

眞　

不　

虛　
　
　

此
の
語　

真
に
虚い

つ
わり

な
ら
ず

人　

生　

似　

幻　

化　
　
　

人
生
は
幻
化
に
似
て

終　

當　

歸　

空　

無　
　
　

終
に
は
当ま

さ

に
空
無
に
帰
す
べ
し

�

（「
歸
園
田
居　

其
四
」）

山
野
を
散
歩
し
て
い
て
廃
屋
に
行
き
当
た
り
、
薪
を
採
る
者
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
家
人
は
全
員
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
感
懐
が
「
一
世
異
朝
市　

此
語
眞
不
虛　

人
生
似
幻
化　

終
當
歸
空
無
」
の
部
分
で
あ
る
。
古
代
や

中
世
の
日
本
の
古
典
に
も
親
し
ん
で
い
た
中
学
生
の
私
に
と
っ
て
、「
無
常
観
」
が
日
本
文
化
独
自
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
の
は
新
鮮
な
発
見
で
あ
っ
た
。
陶
淵
明
の
思
想
に
は
儒
仏
道
が
混
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
道
教
的
要

素
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
陶
淵
明
の
詩
文
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
『
平
家
物
語
』
冒
頭
を
見
る
様
な
無
常
観
が
表
出
さ
れ
て
い

る
事
は
、
日
本
文
化
に
お
け
る
道
教
の
影
響
に
も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
天
心
の
指
摘（

六
）と
も
符
合
す
る
と
、
今
に

し
て
思
わ
れ
る
。
無
常
観
は
陶
淵
明
の
多
く
の
詩
に
共
通
す
る
主
題
で
あ
り
、「
園
田
の
居
に
帰
る
」
以
外
の
次
の
詩
に
も

流
れ
て
い
る
。

迢　

迢　

百　

尺　

樓　
　
　

迢
ち
ょ
う

迢ち
ょ
うた
り　

百
尺
の
楼

分　

明　

望　

㆕　

荒　
　
　

分
明
に
四
荒
を
望
む
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暮　

作　

歸　

雲　

宅　
　
　

暮く
れ

に
は
帰
雲
の
宅
と
作な

り

朝　

爲　

飛　

鳥　

堂　
　
　

朝あ
し
たに

は
飛
鳥
の
堂
と
為
る

山　

河　

滿　

目　

中　
　
　

山
河　

目
中
に
満
ち

平　

原　

獨　

茫　

茫　
　
　

平
原　

独
り
茫
茫
た
り

古　

時　

功　

名　

士　
　
　

古
時　

功
名
の
士

慷　

慨　

爭　

此　

塲　
　
　

慷
慨
し
て
此
の
場
を
争
う

一　

旦　

百　

歲　

後　
　
　

一
旦　

百
歳
の
後

相　

與　

還　

北　

邙　
　
　

相
与
に
北ほ

く

邙ぼ
う

に
還
る

松　

柏　

爲　

人　

伐　
　
　

松
柏　

人
の
伐
る
と
こ
ろ
と
為
り

高　

墳　

互　

低　

昂　
　
　

高
墳　

互
い
に
低
昂
す

頽　

基　

無　

遺　

主　
　
　

頽
基　

遺
主
無
く

游　

魂　

在　

何　

方　
　
　

遊
魂　

何い
ず

れ
の
方
に
か
在
る

榮　

華　

誠　

足　

貴　
　
　

栄
華
は
誠
に
貴
ぶ
に
足
る
も

亦　

復　

可　

憐　

傷　
　
　

亦
た
復
た
憐
れ
み
傷
む
可
し

�

（「
擬
古　

其
四
」）

こ
の
詩
は
「
國
破
山
河
在　

城
春
草
木
深
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
杜
甫
が
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想
像
も

よ
ぎ
る
。
更
に
言
え
ば
こ
の
詩
に
流
れ
る
無
常
観
は
、「
春
望
」
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
近
世
日
本
の
屈
指
の
名
文
に
も
、
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は
る
か
な
歳
月
を
隔
て
て
流
れ
込
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
詩
を
読
む
度
に
、
か
の
漢
文
調
の
、
格
調
高
い
く
だ
り

が
抑
え
が
た
く
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。

三
代
の
栄
耀
一
睡
の
中
に
し
て
、
大
門
の
跡
は
一
里
こ
な
た
に
有
。
秀
衡
が
跡
は
田
野
に
成
て
、
金
鷄
山
の
み

形
を
殘
す
。
先ま

づ

高た
か

舘だ
ち

に
の
ぼ
れ
ば
、
北
上
川
南
部
よ
り
流
る
ゝ
大
河
也
。
衣
川
は
和
泉
が
城
を
め
ぐ
り
て
、
高
舘

の
下
に
て
大
河
に
落お

ち

入い
る

。
康
衡
等
が
旧
跡
は
、
衣
が
關
を
隔
て
、
南
部
口
を
さ
し
堅
め
、
夷え

ぞ

を
ふ
せ
ぐ
と
み
え
た

り
。
偖さ

て

も
義
臣
す
ぐ
つ
て
此
城
に
こ
も
り
、
功
名
一
時
の
叢
と
な
る
。
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
靑

み
た
り
と
、
笠
打
敷
て
時
の
う
つ
る
ま
で
泪
を
落
し
侍
り
ぬ
。

　
　

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡（

七
）

古
戦
場
で
は
な
い
が
、
一
年
半
前
の
夏
に
碓
氷
峠
に
登
っ
た
折
、
同
様
の
感
懐
に
襲
わ
れ
た
事
が
あ
っ
た
。
薄
曇
り
で
、

雲
間
か
ら
差
す
柔
ら
か
な
光
と
霧
の
中
に
た
ゆ
と
い
眠
る
が
如
く
横
た
わ
る
な
だ
ら
か
な
山
な
み
に
、
名
状
し
が
た
い
無
常

を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

峠
や
高
楼
な
ど
か
ら
山
河
を
遠
望
す
る
時
、
人
は
な
ぜ
か
来
し
方
行
く
末
を
思
い
、
ど
こ
ま
で
も
単
調
に
続
く
穏
や
か
な

自
然
の
中
に
、
い
ず
れ
の
人
も
免
れ
得
ぬ
有
限
の
摂
理
を
見
る
。
千
載
違
わ
ざ
る
そ
の
情
感
を
、
人
は
「
普
遍
」
と
呼
ぶ
の

で
あ
ろ
う
。

「
園
田
の
居
に
帰
る
」
に
戻
り
た
い
。

悵　

恨　

獨　

策　

還　
　
　

悵
恨
し
て
独
り
策つ

え

つ
き
て
還
る
に
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崎　

嶇　

歷　

榛　

曲　
　
　

崎き

嶇く

と
し
て
榛し

ん

曲き
ょ
くを

歴へ

た
り

山　

澗　

淸　

且　

淺　
　
　

山
澗　

清
く
且
つ
浅
く

可　

以　

濯　

吾　

足　
　
　

以
て
吾
が
足
を
濯あ

ら

う
可
し

漉　

我　

　

熟　

酒　
　
　

我
が
新
た
に
熟
せ
る
酒
を
漉こ

し

隻　

鷄　

招　

近　

局　
　
　

隻
鶏
も
て
近
局
を
招
く

日　

入　

室　

中　

闇　
　
　

日
入
り
て
室
中
闇く

ら

く

荊　

薪　

代　

明　

燭　
　
　

荊
薪
も
て
明
燭
に
代
う

歡　

來　

苦　

夕　

短　
　
　

歓
び
来
っ
て
夕
の
短
き
に
苦
し
み

已　

復　

至　

天　

旭　
　
　

已
に
復
た
天
旭
に
至
る

�

（「
歸
園
田
居　

其
五
」）

「
山
澗
淸
且
淺　

可
以
濯
吾
足
」
が
屈
原
の
「
漁

辭
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
気
付
い
た
の
は
『
古
文
真
宝
』
を
読
む
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
当
時
屈
原
に
も
惹
か
れ
て
い
た
私
は
、
陶
淵
明
が
何
か
所
に
も
わ
た
り
「
漁

辭
」
を
間

接
的
に
引
用
し
て
い
る
事
に
つ
い
て
、
不
思
議
の
念
に
打
た
れ
た
事
を
覚
え
て
い
る
。
例
え
ば
、「
飲
酒　

其
九
」
に
は
、「
我

れ
の
時
と
乖そ

む

く
を
疑
う
」
田
父
が
訪
ね
て
来
て
陶
淵
明
に
「
一
世
皆
な
同
じ
く
す
る
を
尚
ぶ　

願
わ
く
は
君
も
其
の
泥
に
汨し

ず

め
」
と
好
意
か
ら
忠
告
す
る
場
面
が
う
た
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
う
答
え
る
の
で
あ
る
。

深　

感　

　

老　

言　
　
　

深
く
父
老
の
言
に
感
ず
る
も

稟　

氣　

寡　

所　

諧　
　
　

稟ひ
ん

気き　

諧か
な

う
所
寡す

く
なし
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紆　

轡　

誠　

可　

學　
　
　

轡た
づ
なを

紆ま

ぐ
る
こ
と
誠
に
学
ぶ
可
き
も

違　

己　

詎　

非　

迷　
　
　

己
に
違た

が

う
は
詎な

ん

ぞ
迷
い
に
非
ざ
ら
ん
や

且　

共　

歡　

此　

飮　
　
　

且
く
共
に
此
の
飲
を
歓た

の

し
ま
ん

吾　

駕　

不　

可　

回　
　
　

吾
が
駕
は
回
ら
す
可
か
ら
ず

今
か
ら
考
え
れ
ば
、
相
手
の
好
意
を
穏
や
か
に
受
け
止
め
な
が
ら
も
節
を
曲
げ
な
い
精
神
に
、
少
女
の
私
は
、
自
分
の
中

の
似
た
も
の
を
見
て
共
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
陶
淵
明
と
私
が
、
時
空
を
超
え
て
屈
原
に
惹
か
れ
た
の
も
偶
然
で
は
な

く
、
屈
原
と
精
神
的
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

高
い
志
を
遂
げ
ら
れ
ず
非
業
の
死
を
遂
げ
た
い
に
し
え
び
と
へ
の
、
古
典
を
踏
ま
え
た
格
調
高
い
哀
惜
は
、
陶
淵
明
の
詩

の
尽
き
せ
ぬ
魅
力
の
一
つ
で
も
あ
る
が
、
そ
の
絶
唱
が
「
荊
軻
を
詠
ず
」
で
あ
る
。

燕　

丹　

善　

養　

士　
　
　

燕
丹
は
善
く
士
を
養
う

志　

在　

報　

强　

嬴　
　
　

志
は
強

き
ょ
う

嬴え
い

に
報
ゆ
る
に
在
り

招　

集　

百　

夫　

良　
　
　

百
夫
の
良
を
招
き
集
め

歲　

暮　

得　

荊　

卿　
　
　

歳さ
い

暮ぼ

に
荊け

い

卿け
い

を
得
た
り

君　

子　

死　

知　

己　
　
　

君
子
は
己
を
知
る
も
の
に
死
す

提　

劍　

出　

燕　

京　
　
　

剣
を
提ひ

っ
さげ
て
燕
京
を
出
づ

素　

驥　

鳴　

廣　

陌　
　
　

素そ

驥き　

広こ
う

陌は
く

に
鳴
き

慷　

慨　

送　

我　

行　
　
　

慷
慨
し
て
我
が
行
を
送
る
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雄　

髮　

指　

危　

冠　
　
　

雄
髪
は
危
冠
を
指
し

猛　

氣　

衝　

長　

纓　
　
　

猛
気
は
長
纓
を
衝
く

飮　

餞　

易　

水　

上　
　
　

飲
餞
す　

易
水
の
上

ほ
と
り

四　

座　

列　

羣　

英　
　
　

四
座　

群
英
を
列つ

ら

ぬ

漸　

離　

擊　

悲　

筑　
　
　

漸
離
は
悲
筑
を
撃
ち

宋　

意　

唱　

高　

聲　
　
　

宋
意
は
高
声
に
唱う

た

う

蕭　

蕭　

哀　

風　

逝　
　
　

蕭
蕭
と
し
て
哀
風
逝
き

淡　

淡　

寒　

波　

生　
　
　

淡
淡
と
し
て
寒
波
生
ず

商　

音　

更　

流　

涕　
　
　

商
音
に
更こ

も

〻ご
も

涕
を
流
し

羽　

奏　

壯　

士　

驚　
　
　

羽
奏
に
壮
士
驚
く

心　

知　

去　

不　

歸　
　
　

心
に
知
る
「
去
り
て
帰
ら
ざ
る
も

且　

有　

後　

世　

名　
　
　

且
つ
は
後
世
の
名
有
ら
ん
」
と

登　

車　

何　

時　

顧　
　
　

車
に
登
り
て
は
何
れ
の
時
か
顧
み
ん

飛　

蓋　

入　

秦　

庭　
　
　

蓋
を
飛
ば
し
て
秦
庭
に
入
る

凌　

厲　

越　

萬　

里　
　
　

凌
り
ょ
う

厲れ
い

と
し
て
万
里
を
越
え

逶　

迤　

過　

千　

城　
　
　

逶い

迤い

と
し
て
千
城
を
過
ぐ

圖　

窮　

事　

自　

至　
　
　

図
窮
ま
っ
て
事
自お

の
ず
から

至
る
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豪　

主　

正　

怔　

營　
　
　

豪
主　

正
に
怔
営
た
り

惜　

哉　

劍　

術　

疏　
　
　

惜
し
い
哉　

剣
術
疏
に
し
て

奇　

功　

遂　

不　

成　
　
　

奇
功　

遂
に
成
ら
ず

其　

人　

雖　

已　

　
　
　

其
の
人　

已す
で

に
没
す
と
雖
も

千　

載　

有　

餘　

情　
　
　

千
載　

余
情
有
り

�

（「
詠
荊
軻
」）

「
風
蕭
蕭
と
し
て
易
水
寒
し　

壮
士
一
た
び
去
っ
て
復
た
還
ら
ず
」
と
い
う
『
史
記
』
の
名
場
面
を
心
に
思
い
浮
か
べ
ぬ

読
者
は
古
来
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
れ
こ
め
る
暗
雲
を
夕
日
が
深
紅
色
に
燃
え
立
た
せ
る
か
の
如
く
劇
的
な
『
史
記
』

の
そ
の
く
だ
り
は
、
無
限
の
情
感
が
こ
も
る
簡
潔
な
文
体
で
語
ら
れ
る
。

太
子
及
賓
客
知
其
事
者
。
皆
白
衣
冠
以
送
之
。
至
易
水
之
上
。
旣
祖
。
取
衜
。
高
漸
離
擊
筑
。
荊
軻
和
而
歌
。
爲

變
徴
之
聲
。
士
皆
垂
淚
涕
泣
。

前
而
爲
歌
曰
。
風
蕭
蕭
兮
易
水
寒
。
壯
士
一
去
兮
不
復
還
。
復
爲
羽
聲
忼
慨
。

士
皆
瞋
目
。
髮
盡
上
指
冠
。
於
是
荊
軻
就
車
而
去
。
終
已
不
顧
。

（
太
子
及
び
賓
客
の
其
の
事
を
知
る
者
、
皆
白
き
衣
冠
し
て
以
て
こ
れ
を
送
る
。
易
水
の
上ほ

と
りに
至
る
。
既
に
祖
し
、

道
を
取
ら
ん
と
す
。
高
漸
離
、
筑
を
撃
ち
、
荊
軻
、
和
し
て
歌
う
。
変へ

ん

徴ち

の
声せ

い

を
為
す
。
士
、
皆
涙
を
垂
れ
て
涕

泣
す
。
又
た
前す

す

み
て
歌
を
為つ

く

り
て
曰
く
、

　
　
　

風
蕭
蕭
と
し
て
易
水
寒
し

　
　
　

壮
士
一
た
び
去
っ
て
復
た
還
ら
ず
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と
。
復
た
羽
声
を
為
し
、
忼
慨
す
。
士
、
皆
目
を
嗔い

か

ら
し
、
髪
尽
く
上
り
て
冠
を
指
す
。
是
に
於
て
、
荊
軻
、
車

に
就
き
て
去
る
。
終
に
已
に
顧
み
ず
。

�

『
史
記
』「
刺
客
列
伝
」（

八
））

右
の
不
朽
の
名
文
と
呼
応
さ
せ
つ
つ
、
易
水
の
ほ
と
り
の
今
生
の
別
れ
を
格
調
高
く
描
写
し
直
し
、「
刺
客
列
伝
」
の
他

の
箇
所
に
見
え
る
「
士
は
己
を
知
る
者
の
た
め
に
死
す
」
を
想
起
さ
せ
る
「
君
子
死
知
己
」
や
、「
心
知
去
不
歸　

且
有
後

世
名
」
と
い
う
部
分
に
自
ら
の
志
を
も
こ
め
た
こ
の
詩
が
、
陶
淵
明
の
作
品
の
中
で
私
は
最
も
好
き
で
あ
る
。
志
を
遂
げ
ら

れ
な
か
っ
た
荊
軻
の
生
涯
を
自
ら
の
人
生
に
重
ね
合
わ
せ
た
司
馬
遷
の
筆
に
よ
っ
て
荊
軻
は
生
き
続
け
、
後
世
の
陶
淵
明
は

そ
の
荊
軻
と
、
恐
ら
く
は
司
馬
遷
に
、
自
ら
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
そ
し
て
陶
淵
明
の
詩
を
通
じ
て
、
改
め
て
荊
軻
と

司
馬
遷
に
、
ま
た
彼
ら
に
自
ら
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
た
陶
淵
明
そ
の
人
に
共
感
す
る
私
が
存
在
す
る
と
い
う
、
時
空
を
隔

て
た
幾
重
も
の
懐
旧
の
情
が
そ
こ
に
は
流
れ
て
い
る
。
陶
淵
明
は
、
司
馬
遷
と
同
じ
く
荊
軻
に
自
身
の
人
生
の
不
条
理
を
重

ね
合
わ
せ
つ
つ
、
成
就
す
る
か
否
か
と
い
う
結
果
で
は
な
く
、
人
間
の
志
そ
の
も
の
の
意
味
を
、
志
を
果
た
そ
う
と
す
る
過

程
そ
の
も
の
の
崇
高
さ
と
意
味
を
、
見
つ
め
て
い
る
よ
う
に
今
の
私
に
は
思
わ
れ
る
。

古
来
、
中
国
や
日
本
の
文
人
に
と
っ
て
『
史
記
』
は
自
ら
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
る
人
物
像
の
源
泉
と
な
っ
て
き
た
が
、

陶
淵
明
も
そ
の
例
に
も
れ
ず
、
例
え
ば
伯
夷
と
叔
斉
に
度
々
言
及
す
る
。「
積
善
に
は
報
い
有
り
と
云
う
に　

夷
叔
は
西
山

に
在
り　

善
悪
苟
く
も
応
ぜ
ず
ん
ば　

何
事
ぞ
空
言
を
立
て
し
」（「
飲
酒　

其
二
」）
な
ど
は
、
首
陽
山
で
餓
死
し
た
伯
夷

と
叔
斉
に
つ
い
て
、
司
馬
遷
が
自
ら
の
悲
運
と
重
ね
合
わ
せ
た
「
天
道
は
是
か
非
か
」（『
史
記
』「
伯
夷
列
伝
」）
と
い
う
慨

嘆
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
次
の
言
は
、
慨
嘆
を
通
り
越
し
て
、
古
来
自
明
と
さ
れ
て
き
た
世
界
観
へ
の
明
白
な
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疑
問
視
と
、
古
代
の
聖
王
の
言
は
事
実
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
間
違
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
大
胆
で
挑
戦
的
な
告
発
と
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

承　

歬　

王　

之　

淸　

誨　
　
　

前
王
の
清せ

い

誨か
い

を
承
く

曰　

天　

衜　

之　

無　

　
　
　

曰
く
「
天
道
に
親し

ん

無
し
」

澄　

得　

一　

以　

作　

鑒　
　
　

澄
み
た
る
も
の
は
一い

つ

を
得
て
以
て
鑒か

が
みと

作な

り

恆　

輔　

善　

而　

佑　

仁　
　
　

恒つ
ね

に
善
を
輔
け
て
仁
を
佑た

す

く
と

夷　

投　

老　

以　

長　

飢　
　
　

夷
は
老
に
投い

た

っ
て
以
て
長
飢
し

囘　

早　

夭　

而　

　

貧　
　
　

回
は
早
く
夭
し
て
又
貧
な
り
き

傷　

請　

車　

以　

備　

槨　
　
　

車
を
請
う
て
以
て
槨か

く

を
備
え
し
を
傷
み

悲　

茹　

薇　

而　

殞　

身　
　
　

薇わ
ら
びを
茹く

ろ

う
て
身
を
殞お

と

せ
し
を
悲
し
む

雖　

好　

學　

與　

行　

義　
　
　

好
学
と
行
義
と
あ
り
と
雖
も

何　

死　

生　

之　

苦　

辛　
　
　

何
ぞ
死
生
の
苦
辛
な
る

疑　

報　

德　

之　

若　

玆　
　
　

徳
に
報
ゆ
る
の
玆か

く

の
若
く
な
る
を
疑
い

懼　

斯　

言　

之　

虛　

陳　
　
　

斯
の
言
の
虚
し
く
陳
べ
ら
れ
し
か
と
懼
る

�

（「
感
士
不
遇
賦
」
よ
り
）

し
か
し
陶
淵
明
は
別
の
詩
の
中
で
、
こ
の
不
条
理
に
耐
え
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
人
間
性
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
の
だ
と
も

述
べ
る
。「
固
窮
の
節
に
頼
ら
ず
ん
ば　

百
世
当
に
誰
を
か
伝
う
べ
き
」（「
飲
酒　

其
二
」）。「
固
窮
節
」
と
は
『
論
語
』「
衞
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靈
公
」
篇
に
見
え
る
「
子
曰
、
君
子
固
窮
。
小
人
窮
斯
濫
矣
。」
に
由
来
し
、
い
か
に
困
窮
し
て
も
あ
く
ま
で
節
を
曲
げ
ぬ

精
神
の
意
で
あ
り
、
陶
淵
明
の
詩
に
頻
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
。

た
だ
私
は
今
で
こ
そ
「
固
窮
節
」
を
う
た
う
哲
学
的
な
詩
に
、
歴
史
学
者
と
し
て
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
て
共
感
す
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
当
時
は
自
然
美
を
も
詠
み
込
ん
だ
詩
の
方
に
、
よ
り
惹
か
れ
て
い
た
事
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

陶
淵
明
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
事
が
な
か
っ
た
な
ら
、
西
洋
文
学
を
彩
る
か
ぐ
わ
し
い
薔
薇
や
、
古
今
集
や
新
古
今
集
に
妖
艶

な
美
を
添
え
る
桜
花
に
当
然
の
よ
う
に
惹
か
れ
て
い
た
少
女
が
、
抑
え
た
大
人
の
気
品
を
漂
わ
せ
る
松
や
、
菊
や
、
蘭
を
慕

わ
し
く
思
う
様
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う（

九
）。

地
下
鉄
千
石
駅
と
三
田
駅
の
間
の
通
学
中
の
二
十
分
は
、
束
縛
の
多
い

ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
陶
淵
明
の
詩
に
う
た
わ
れ
た
ひ
そ
や
か
な
自
然
美
に
没
頭
し
て
、

魂
の
飛
翔
を
感
ず
る
事
の
で
き
る
至
福
の
時
間
で
あ
っ
た
。
地
下
鉄
の
中
で
夢
中
で
暗
唱
し
た
「
飲
酒
」
二
十
首
の
中
の
次

の
一
篇
な
ど
も
、
そ
の
日
々
を
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
。

栖　

栖　

失　

羣　

鳥　
　
　

栖せ
い

栖せ
い

た
り　

失
群
の
鳥

日　

暮　

犹　

獨　

飛　
　
　

日
暮
れ
て
猶
お
独
り
飛
ぶ

徘　

徊　

無　

定　

止　
　
　

徘
徊
し
て
定
止
無
く

夜　

夜　

聲　

轉　

悲　
　
　

夜
夜　

声
は
転
た
悲
し
む

厲　

响　

思　

淸　

遠　
　
　

厲れ
い

響き
ょ
う

　

清
遠
を
思
い

去　

來　

何　

依　

依　
　
　

去
来　

何
ぞ
依
依
た
る

因　

値　

孤　

生　

松　
　
　

孤
生
の
松
に
値あ

え
る
に
因
り
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斂　

翮　

遙　

來　

歸　
　
　

翮つ
ば
さを

斂お
さ

め
て
遥
か
に
来
り
帰
る

勁　

風　

無　

榮　

木　
　
　

勁
風
に
栄
木
無
き
も

此　

蔭　

獨　

不　

衰　
　
　

此
の
蔭
は
独
り
衰
え
ず

託　

身　

已　

得　

所　
　
　

身
を
託
す
る
に
已
に
所
を
得
た
り

千　

載　

不　

相　

違　
　
　

千
載　

相
違
わ
ざ
れ

�

（「
飮
酒　

其
四
」）

「
歸
去
來
辭
」
に
も
「
孤
松
を
撫
で
て
盤
桓
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
陶
淵
明
は
「
孤
松
」
を
愛
し
た
。
常
に
濃
緑
の
葉
を
持

ち
節
を
曲
げ
ぬ
松
に
自
ら
の
理
想
を
見
、
そ
の
葉
陰
に
寄
り
添
う
鳥
に
自
身
を
な
ぞ
ら
え
た
右
の
詩
に
は
、
悲
壮
な
情
熱
を

抑
え
た
格
調
高
さ
が
あ
る
。
私
は
「
歸
去
來
辭
」
や
右
の
詩
を
き
っ
か
け
に
、
松
の
幹
や
葉
陰
の
美
し
さ
を
見
直
す
に
至
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
次
は
当
時
の
私
が
最
も
愛
し
た
詩
の
一
つ
で
あ
る
が
、
秋
の
夕
暮
れ
に
山
か
ら
降
り
る
冷
気
を
帯
び
た
澄
ん

だ
大
気
と
薄
暮
の
中
で
、
籬
に
香
る
菊
を
彷
彿
と
さ
せ
、
古
来
日
本
の
文
人
に
も
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
き
た
一
篇
で
あ
る
。

結　

廬　

在　

人　

境　
　
　

廬
を
結
び
て
人
境
に
在
り

而　

無　

車　

馬　

喧　
　
　

而
も
車
馬
の
喧
し
き
無
し

問　

君　

何　

能　

爾　
　
　

君
に
問
う　

何
ぞ
能
く
爾
る
や
と

心　

遠　

地　

自　

偏　
　
　

心
遠
け
れ
ば
地
も
自
か
ら
偏
な
り

寀　

菊　

東　

籬　

下　
　
　

菊
を
採
る　

東
籬
の
下

悠　

然　

見　

南　

山　
　
　

悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
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山　

氣　

日　

夕　

佳　
　
　

山
気　

日
夕
に
佳
く

飛　

鳥　

相　

與　

還　
　
　

飛
鳥　

相
与
に
還
る

此　

中　

有　

眞　

意　
　
　

此
の
中う

ち

に
真
意
有
り

欲　

辨　

已　

忘　

言　
　
　

弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
已
に
言
を
忘
る

�

（「
飮
酒　

其
五
」）

秋
の
露
を
帯
び
た
菊
の
花
び
ら
は
、
詩
人
の
酒
に
浮
か
べ
ら
れ
て
一
層
色
が
冴
え
る
。

秋　

菊　

有　

佳　

色　
　
　

秋
菊　

佳
色
有
り

裛　

露　

掇　

其　

英　
　
　

露
に
裛ぬ

れ
た
る
其
の
英

は
な
ぶ
さを

掇つ

み

汎　

此　

忘　

憂　

物　
　
　

此
の
忘
憂
の
物
に
汎う

か
べ
て

遠　

我　

遺　

世　

情　
　
　

我
が
世
を
遺わ

す

る
る
の
情
を
遠
く
す

一　

觴　

雖　

獨　

進　
　
　

一
觴　

独
り
進
む
と
雖
も

杯　

盡　

壺　

自　

傾　
　
　

杯
尽
き
て
壺
自
か
ら
傾
く

日　

入　

羣　

動　

息　
　
　

日
入
り
て
群
動
息や

み

歸　

鳥　

趨　

林　

鳴　
　
　

帰
鳥　

林
に
趨お

も
むき

て
鳴
く

嘯　

傲　

東　

軒　

下　
　
　

嘯
し
ょ
う

傲ご
う

す　

東
軒
の
下

聊　

復　

得　

此　

生　
　
　

聊
か
復
た
此
の
生
を
得
た
り

�

（「
飮
酒　

其
七
」）
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こ
の
詩
の
冒
頭
の
四
行
に
は
、
隠
遁
者
の
枯
れ
た
心
境
を
認
め
る
の
が
一
般
的
な
解
釈
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
少
女
の
頃

の
私
も
そ
の
よ
う
に
単
純
に
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
今
の
私
の
解
釈
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
詩
人
自
身
の
枯
れ
た
外
見
に

秘
め
ら
れ
た
内
な
る
情
念
が
、
こ
の
四
行
に
ほ
の
見
え
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
に
な
み
な
み
と
つ
が
れ
た
ワ
イ
ン
に

月
光
が
ゆ
ら
め
く
よ
う
な
「
葡
萄
美
酒
夜
光
杯（

十
）」

の
抒
情
、
こ
の
詩
人
が
世
を
去
っ
て
か
ら
数
百
年
後
に
押
し
寄
せ
、
砕
け
、

奔
流
と
な
っ
て
ほ
と
ば
し
る
盛
唐
の
ロ
マ
ン
の
濫
觴
を
私
は
こ
こ
に
見
る
。
そ
れ
は
あ
な
が
ち
後
世
の
読
者
の
、
す
ぎ
た
る

思
い
入
れ
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
哀
切
の
中
に
入
り
混
じ
る
抑
え
が
た
い
甘
美
は
、
別
の
詩
句
に
も
流
露
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。「
白
日
西
の
阿お

か

に

み
し
ず

　

素
月
東
の
嶺
に
出
づ　

遙
遙
と
し
て
万
里
に
輝
き　

蕩
蕩
た
り
空
中
の
景ひ

か
り」「
杯

を
揮さ

し
て
孤
影
に
勧
む　

日
月
人
を
擲
て
て
去
り　

志
あ
る
も
騁は

す
る
を
獲
ず　

此
れ
を
念
い
て
悲
悽
を
懐い

だ

き　

暁
に
終い

た

る

ま
で
静
か
な
る
能
わ
ず
」（「
雜
詩　

其
二
」）。

先
の
「
飲
酒　

其
五
」
と
「
飲
酒　

其
七
」
は
い
ず
れ
も
菊
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
後
者
に
は
憂
愁
を
含
ん
だ
浪
漫
が
漂

う
の
に
対
し
、
前
者
に
は
明
澄
な
静
け
さ
が
あ
る
。
前
者
に
た
た
え
ら
れ
た
調
和
と
静
謐
、
魂
の
平
和
を
、
若
き
日
の
私
は

深
く
愛
し
た
。
い
か
に
心
が
乱
れ
て
い
て
も
、
こ
の
詩
で
私
は
深
い
平
和
に
満
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
平
和
は
、
今

は
失
わ
れ
て
い
る
。

次
の
詩
も
孤
高
の
志
を
松
に
た
と
え
つ
つ
、
無
常
の
闇
を
見
つ
め
る
。

靑　

松　

在　

東　

園　
　
　

青
松　

東
園
に
在
り

眾　

草　

沒　

其　

姿　
　
　

衆
草　

其
の
姿
を
没
す
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凝　

霜　

殄　

異　

類　
　
　

凝
霜
の
異
類
を
殄つ

く
す
と
き

卓　

然　

見　

高　

枝　
　
　

卓
然
と
し
て
高
枝
を
見あ

ら

わ
す

連　

林　

人　

不　

覺　
　
　

林
に
連
な
る
と
き
は
人
覚さ

と

ら
ず

獨　

樹　

眾　

乃　

奇　
　
　

独
樹
に
し
て
衆
乃
ち
奇
と
す

提　

壺　

挂　

寒　

柯　
　
　

提
げ
た
る
壺
を
寒
柯
に
挂か

け

遠　

望　

時　

復　

爲　
　
　

遠
望
を
時
に
復
た
為
す

吾　

生　

夢　

幻　

間　
　
　

吾
が
生
は
夢
幻
の
間

何　

事　

紲　

塵　

羈　
　
　

何
事
ぞ
塵
羈
に
紲つ

な

が
る

�

（「
飮
酒　

其
八
」）

こ
の
詩
と
同
じ
く
孤
高
の
志
を
う
た
っ
て
い
る
が
、映
像
的
な
美
し
さ
故
に
、当
時
の
私
が
よ
り
惹
か
れ
て
い
た
の
が
「
飲

酒　

其
十
七
」
で
あ
る
。「
幽
蘭
前
庭
に
生
じ　

薫
り
を
含
ん
で
清
風
を
待
つ　

清
風
脱
然
と
し
て
至
ら
ば　

蕭
し
ょ
う

艾が
い

の
中
よ

り
別
た
れ
ん
」
─
─
冒
頭
四
行
の
こ
の
控
え
め
な
格
調
は
、
心
の
中
で
つ
ぶ
や
く
度
に
、
露
を
含
ん
だ
風
に
揺
れ
る
高
貴
で

香
り
高
い
蘭
を
胸
に
思
い
起
こ
さ
せ
、
平
ら
か
な
ら
ぬ
そ
の
後
の
学
究
生
活
の
折
々
を
、
い
か
に
支
え
て
く
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

陶
淵
明
の
異
色
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
「
桃
芲
源
記
」
は
、
晋
の
太
元
年
間
の
物
語
と
し
て
描
か
れ
る
。
漁
師
が
谷
川

に
沿
っ
て
船
を
漕
ぐ
う
ち
に
両
岸
に
桃
花
林
が
広
が
っ
て
い
る
場
所
に
出
て
、
あ
ま
り
に
か
ぐ
わ
し
く
美
し
い
の
で
、
水
源
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を
訪
ね
る
と
、
一
つ
の
山
に
出
、
そ
の
山
の
小
さ
な
口
か
ら
光
が
差
し
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
入
る
と
平
和
な
世
界

が
広
が
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
桃
源
郷
で
あ
る
が
、
秦
代
の
戦
乱
を
避
け
て
こ
こ
に
来
た
人
々
が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
後
の

漢
代
や
魏
・
晋
も
知
ら
な
い
と
い
う
。
漁
師
は
彼
ら
の
知
ら
な
い
後
代
の
話
を
し
て
や
り
、
数
日
逗
留
し
て
帰
っ
た
の
だ
が
、

別
れ
際
に
人
々
は
漁
師
に
外
界
の
人
に
話
し
て
は
な
ら
な
い
と
示
唆
し
た
。
し
か
し
漁
師
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
目
印
を
付
け

な
が
ら
戻
る
と
太
守
に
そ
の
話
を
し
、「
太
守
即
ち
人
を
遣
し
て
其
の
往
く
に
随
い
、
向さ

き

に
誌
せ
し
所
を
尋
ね
し
む
る
も
、

遂
に
迷
い
て
復
た
路
を
得
ず
」
と
い
う
結
末
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
「
高
尚
の
士
」
が
そ
の
地
を
探
し
当
て
よ
う

と
し
た
が
、
病
を
得
て
果
た
す
事
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
哲
学
的
詩
風
を
た
た
え
る
陶
淵
明
の
作
品
と
し
て
は
珍
し
い
説
話
的
文
章
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
道

教
的
な
理
想
を
抱
く
詩
人
で
あ
る
か
ら
、
隠
遁
へ
の
憧
憬
の
要
素
は
勿
論
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
今
の
私
の
思
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
桃
芲
源
記
」
に
「
中
に
雑
樹
無
く
、
芳
華
鮮

美
に
し
て
、
落
英
繽
紛
た
り
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
桃
花
の
林
を
、
私
自
身
が
か
つ
て
自
由
に
訪
れ
た
覚
え
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
あ
で
や
か
に
咲
き
誇
り
、
絶
え
間
な
く
散
り
敷
く
桃
の
花
の
道
を
た
ど
っ
て
、
至
福
の
園
へ
幾
度
も
通
っ
た
覚
え
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
園
に
無
限
に
広
が
る
文
学
は
私
の
喜
び
で
あ
り
、
陽
光
の
中
の
未
来
に
疑
問
は
な
く
、
そ
こ
に
来

さ
え
す
れ
ば
私
は
い
つ
も
幸
せ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
、
伊
豆
の
蝉
し
ぐ
れ
の
中
で
幾
度
も
浸
っ
た
そ
の
至
福
に
、
ど
う
し
た
わ
け
な
の
か
今
の
私
は
戻
れ
な
い
。
そ

の
後
文
学
を
離
れ
て
歴
史
や
政
治
外
交
に
職
業
と
し
て
の
関
心
が
移
っ
た
か
ら
な
の
か
、
そ
の
心
の
移
ろ
い
へ
の
因
果
応
報

な
の
か
、
あ
れ
ほ
ど
慣
れ
親
し
ん
だ
道
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
の
私
は
そ
の
道
が
あ
る
は
ず
の
場
所
に
佇
む
ば
か
り



漢籍逍遥　八月の光──回想の陶淵明──

119

で
あ
る
。

そ
の
場
所
の
風
景
は
今
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
道
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
心
と
き
め

く
ば
か
り
に
若
い
私
を
至
福
の
園
に
誘
っ
た
桃
の
花
が
、
か
つ
て
と
変
わ
ら
ず
咲
き
こ
ぼ
れ
な
が
ら
、
今
は
私
に
対
し
て
沈

黙
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
物
言
わ
ず
、
た
だ
は
ら
は
ら
と
花
び
ら
を
落
と
し
な
が
ら
、
美
し
く
、
し
か
し
む
な
し
く
、
ひ
た

す
ら
ど
こ
ま
で
も
咲
き
わ
た
る
ば
か
り
で
あ
る
。

桃
源
郷
に
は
二
度
と
戻
れ
な
か
っ
た
と
い
う
陶
淵
明
の
「
桃
芲
源
記
」
は
、
一
見
他
愛
の
な
い
説
話
に
見
え
な
が
ら
、
中

央
か
ら
「
一
た
び
去
り
て
」
後
の
後
半
生
の
思
い
を
凝
縮
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
中
で
失
わ
れ
た

内
面
の
幸
せ
が
、
ま
た
そ
れ
を
感
じ
得
た
日
々
が
、
二
度
と
戻
ら
な
い
こ
と
へ
の
限
り
な
い
哀
惜
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。八

月
の
光
が
薄
れ
て
も
、
め
ぐ
り
く
る
夏
を
信
じ
た
日
々
に
は
幾
度
も
た
ど
れ
た
そ
の
道
を
、
今
の
私
も
ま
た
、
見
失
っ

て
い
る
。

重　

雲　

蔽　

白　

日　
　
　

重
な
れ
る
雲
は
白
日
を
蔽
い

閒　

雨　

紛　

微　

微　
　
　

閑
か
な
る
雨
は
紛
と
し
て
微
微
た
り

流　

目　

視　

西　

園　
　
　

目
を
流う

つ

し
て
西
園
を
視
れ
ば

曄　

曄　

榮　

紫　

葵　
　
　

曄よ
う

曄よ
う

と
し
て
紫し

葵き

栄
ゆ

於　

今　

甚　

可　

愛　
　
　

今
に
於
て
甚
だ
愛
す
可
き
も
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奈　

何　

當　

復　

衰　
　
　

当
に
復
た
衰
う
べ
き
を
奈
何
せ
ん

感　

物　

願　

乁　

時　
　
　

物
に
感
じ
て
時
に
及
ば
ん
と
願
う
も

每　

恨　

靡　

所　

揮　
　
　

毎つ
ね

に
恨
む　

揮ふ
る

う
所
靡な

き
を

悠　

悠　

待　

秋　

稼　
　
　

悠
悠　

秋
稼
を
待
ち
し
も

寥　

落　

將　

賖　

遲　
　
　

寥
落　

将
に
賖し

ゃ

遅ち

な
ら
ん
と
す

逸　

想　

不　

可　

淹　
　
　

逸
想　

淹と
ど

む
可
か
ら
ず

猖　

狂　

獨　

長　

悲　
　
　

猖
狂　

独
り
長
く
悲
し
む（

十
一
）

（
一
）
冒
頭
の
こ
の
詩
は
陶
淵
明
の
「
王
撫
軍
の
座
に
於
て
客
を
送
る
」
の
後
半
で
あ
り
、
こ
の
三
月
で
本
学
を
去
ら
れ
る
先
生
方
へ
の
感
謝
を
こ
め
た
お
別
れ
の
言
葉
と
し

て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
私
の
研
究
室
の
向
か
い
側
の
研
究
室
に
お
ら
れ
た
岩
本
憲
司
先
生
に
は
、
ご
蔵
書
と
し
て
大
切
に
し
て
お
ら
れ
る
『
四
庫
全
書
』
な

ど
の
漢
籍
を
拝
見
さ
せ
て
頂
い
た
事
も
あ
っ
た
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
陶
淵
明
の
詩
文
は
全
て
、
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注
『
陶
淵
明
全
集
』（
上
）（
下
）、
岩
波
文
庫
、

一
九
九
一
年
に
拠
っ
た
。
但
し
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、
一
海
知
義
訳
注
の
後
掲
テ
キ
ス
ト
（
筆
者
暗
唱
）
に
従
い
、
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
陶
淵
明

の
全
作
品
の
う
ち
、
筆
者
の
心
の
琴
線
に
触
れ
た
詩
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
い
る
主
観
的
な
文
章
で
あ
り
、
陶
淵
明
の
主
要
な
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
（「
歸
去
來
辭
」

や
「
五
柳
先
生
傳
」
な
ど
）
を
必
ず
し
も
取
り
上
げ
て
い
な
い
事
を
お
断
り
し
た
い
。

（
二
）
日
本
近
世
史
の
尾
藤
正
英
氏
は
、
荻
生
徂
徠
が
流
罪
の
身
と
な
っ
て
い
た
父
の
赦
免
に
伴
っ
て
江
戸
へ
帰
っ
た
の
が
『
徂
徠
集
』
な
ど
に
よ
る
と
二
十
五
歳
の
時
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、『
政
談
』
で
は
十
三
年
間
田
舎
に
い
た
と
書
か
れ
て
い
て
記
述
に
齟
齬
が
あ
る
と
指
摘
し
、
し
か
も
徂
徠
自
身
が
何
度
も
二
十
五
歳
と
明
記
し

て
い
る
点
が
不
審
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
尾
藤
正
英
「
国
家
主
義
の
祖
型
と
し
て
の
徂
徠
」『
日
本
の
名
著
16　

荻
生
徂
徠
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
所
収
。
尾

藤
正
英
抄
訳
『
政
談
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年
に
再
収
録
、
二
七
三
頁
）。
以
下
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
徂
徠
が
「
十
三
年
」
と
矛
盾
し
た
年
数
を
『
政
談
』

に
記
し
て
い
る
の
は
、
記
憶
違
い
な
ど
で
は
な
く
、
陶
淵
明
の
詩
中
の
「
一
去
十
三
年
」
を
意
識
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
十
三
年
」
は
文

学
的
な
修
辞
と
い
う
事
に
な
る
。

（
三
）
一
海
知
義
訳
注
『
陶
淵
明
』（
中
国
詩
人
選
集
４
）、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
。
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（
四
）
星
川
清
孝
訳
注
『
古
文
真
宝
』（
前
集
上
・
下
、
後
集
）、
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
。
後
集
の
巻
之
一
の
冒
頭
に
漢
武
帝
の
「
秋
風
辭
」
が
あ
り
、
読
む
度
に
こ
の
書

物
を
初
め
て
手
に
取
っ
た
時
の
事
が
心
に
よ
み
が
え
る
。

（
五
）
陶
淵
明
は
歴
史
上
の
人
物
に
託
し
て
、
自
ら
が
俗
塵
に
ま
み
れ
た
官
界
を
去
っ
た
経
緯
を
処
々
に
記
し
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、「
張
生
は
一
た
び
仕
え
し
も　

曾
て

事
を
以
て
還
る　

我
が
能
わ
ざ
る
を
顧
み
て　

高
く
人
間
を
謝
す
」（「
扇
上
畫
贊
」）。

（
六
）O

kakura�K
akuzo,�T

he Book of T
ea,�N

ew
�Y

ork:�Fox�D
uffield�&

�Com
pany,�1906.　

岡
倉
天
心
著
、
桶
谷
秀
昭
訳
『
茶
の
本
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇

〇
七
年
。

（
七
）
原
文
表
記
は
、
麻
生
磯
次
著
『
奥
の
細
道
講
読
』
明
治
書
院
、
一
九
七
六
年
、
二
六
四
～
二
六
五
頁
に
拠
る
。

（
八
）
白
文
表
記
は
、
田
中
謙
二
・
一
海
知
義
著
『
史
記
』（
上
）、
朝
日
選
書
、
一
九
九
六
年
、
四
〇
二
頁
に
拠
る
。
書
き
下
し
文
に
は
多
少
の
改
変
を
加
え
た
箇
所
が
あ
る
。

（
九
）「
秋
風
辭
」
に
も
「
蘭
有
秀
兮
菊
有
芳
。
懷
佳
人
兮
不
能
忘
。」
と
あ
る
。

（
十
）「
葡
萄
美
酒
夜
光
杯　

欲
飲
琵
琶
馬
上
催　

酔
臥
沙
場
君
莫
笑　

古
来
征
戦
幾
人
回
」（
王
翰
「
涼
州
詞
」）。

（
十
一
）
陶
淵
明
「
和
胡
西
曹
示
顧
賊
曹
（
胡
西
曹
に
和
し
、
顧
賊
曹
に
示
す
）」
の
後
半
部
分
。
三
十
九
歳
（
四
〇
三
年
）
頃
の
作
と
さ
れ
る
。


