
漱
石
漢
詩
研
究

「
修
善
寺
の
大
患
」
直
後
の
漢
詩
に
つ
い
て

林

意

美

一、

u
修
善
寺
の
大
患
」
と
は

 
漱
石
は
長
年
胃
の
不
調
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
胃
潰
瘍
と
判
明
し
、

明
治
四
十
三
年
六
月
十
八
日
に
は
治
療
の
た
め
長
与
胃
腸
病
院
に
入
院
し
た
。

七
月
三
十
一
日
に
一
旦
退
院
し
、
八
月
六
日
目
医
者
の
勧
め
で
療
養
の
た
め
、

修
善
寺
に
赴
い
た
。
し
か
し
病
状
が
予
想
外
に
悪
化
し
、
八
月
二
十
四
日
、

五
百
グ
ラ
ム
の
大
吐
血
を
し
て
危
篤
に
陥
っ
た
。
三
十
分
間
の
仮
死
状
態
を

経
て
、
医
者
の
懸
命
の
処
置
に
よ
り
ょ
う
や
く
命
を
取
り
と
め
た
漱
石
は
、

十
月
十
一
日
東
京
に
戻
り
、
長
与
胃
腸
病
院
に
再
入
院
し
た
。
こ
の
一
連
の

出
来
事
、
い
わ
ゆ
る
「
修
善
寺
の
大
患
」
は
漱
石
自
身
に
よ
っ
て
、
当
時
の

日
記
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
し
た
随
筆
の
『
思

ひ
出
す
事
な
ど
』
(
明
治
四
十
三
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
四
十
四
年
四
月
十

三
日
ま
で
)
の
中
に
も
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
こ
の
生

死
を
さ
ま
よ
う
体
験
は
重
大
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
後
の
漱
石
文
学
に
も

深
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

 
「
修
善
寺
の
大
患
」
以
後
に
漱
石
は
漢
詩
の
創
作
を
再
開
す
る
。
漢
詩
の

創
作
は
す
で
に
十
代
の
頃
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
松
山
、
熊
本
時
代
(
明
治

二
十
八
年
か
ら
三
十
三
年
ま
で
の
間
)
に
も
、
数
量
的
に
は
多
く
な
い
が
、

正
岡
子
規
や
本
田
鼠
食
、
長
尾
雨
山
ら
と
の
交
友
の
中
で
作
り
続
け
て
い
た
。

し
か
し
明
治
三
十
三
年
九
月
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
き
っ
か
け
に
、
詩
作
す
る

こ
と
を
絶
っ
て
お
り
、
ま
た
帰
国
し
て
か
ら
も
、
『
草
枕
』
の
中
に
か
つ
て

作
っ
た
漢
詩
(
「
春
興
」
と
「
春
日
静
坐
」
)
が
引
用
さ
れ
た
ほ
か
、
全
く
漢

詩
と
は
無
縁
の
日
々
が
続
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
病
床
体
験
で
、
十

年
越
り
に
詩
作
へ
の
意
欲
が
震
え
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
明
治
四
十
三
年
七
月
三
十
一
日
の
日
記
に
は
、
「
十
年
來
詩
を
作
っ
た
事

は
殆
ん
ど
な
い
。
自
分
で
も
奇
な
感
じ
が
し
た
。
扇
へ
書
い
た
。
/
今
日
退

院
。
」
と
い
う
よ
う
に
漱
石
は
十
年
ぶ
り
に
詩
を
作
っ
た
こ
と
を
不
思
議
に

感
じ
た
と
語
っ
て
い
る
。

 
 
來
豊
山
中
寺
 
 
來
た
り
宿
る
 
山
中
の
寺

 
 
更
加
老
柄
衣
 
 
更
に
遵
う
 
心
柄
の
衣
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寂
然
琿
夢
底
 
 
寂
然
た
る
琿
夢
の
底

 
 
窓
外
白
雲
蹄
 
 
窓
外
 
白
雲
錦
る
(
読
み
下
し
は
一
九
九
五
年
岩
波

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
版
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
に
よ
る
、
以
下
同
)

 
こ
の
詩
は
森
中
月
に
頼
ま
れ
て
書
い
た
も
の
だ
と
日
記
に
も
記
さ
れ
て
い

る
が
、
一
ヶ
月
半
に
も
及
ぶ
入
院
生
活
を
終
え
よ
う
と
し
て
、
退
院
す
る
日

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
は
入
院
に
よ
っ
て
雑
然
た
る
日
常

か
ら
一
歩
離
れ
て
、
外
(
自
然
)
の
世
界
に
目
が
向
か
お
う
と
す
る
姿
勢
、

及
び
そ
の
心
情
の
変
化
が
窺
わ
れ
る
。

 
こ
の
時
期
、
つ
ま
り
「
修
善
寺
の
大
患
」
直
後
に
書
か
れ
た
漢
詩
は
、
数

と
し
て
は
決
し
て
多
く
な
い
。
し
か
し
、
全
十
七
首
と
数
え
ら
れ
る
漢
詩
は

日
記
に
記
さ
れ
た
の
ち
、
先
ほ
ど
の
一
首
を
除
く
す
べ
て
が
『
思
ひ
出
す
事

な
ど
』
の
中
に
採
ら
れ
て
い
る
。
発
表
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
漱
石
漢
詩
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
漢
詩
は
珍
し
い
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
漱
石
の
意
図
で
公
表
し
た
形
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
心
あ
て
完
成
度
が

高
い
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
丁
寧
に
添
削
し
た
痕
跡
も
日
記
の
中
に
残
っ

て
い
る
。

二
、
漢
詩
を
書
か
ざ
る
を
え
な
い
内
面
的
な
必
然
性

 
漢
詩
の
創
作
に
つ
い
て
、
漱
石
は
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
 
余
の
如
き
平
灰
も
よ
く
辮
へ
ず
、
韻
脚
も
う
ろ
覚
え
に
し
か
覚
え
て

 
 
み
な
い
も
の
が
何
を
苦
し
ん
で
、
支
那
人
に
丈
し
か
利
目
の
な
い
工
夫

漱
石
漢
詩
研
究
-
「
修
善
寺
の
大
患
」
直
後
の
漢
詩
に
つ
い
て
一

 
 
を
敢
て
し
た
か
と
云
ふ
と
、
実
は
自
分
に
も
分
ら
な
い
。
け
れ
ど
も

 
 
(
平
滑
韻
字
は
差
置
い
て
)
、
詩
の
趣
は
王
朝
以
後
の
伝
習
で
久
し
く
日

 
 
本
化
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
吾
々
位
の
年
輩
の
日
本
人

 
 
の
頭
か
ら
は
、
容
易
に
こ
れ
を
奪
ひ
去
る
事
が
出
来
な
い
。
余
は
平
生

 
 
事
に
追
は
れ
て
簡
易
な
俳
句
す
ら
作
ら
な
い
。
詩
と
な
る
と
億
劫
で
猶

 
 
手
を
下
さ
な
い
。
た
ゴ
斯
様
に
現
実
界
を
遠
く
に
見
て
、
杳
な
心
に
些

 
 
の
幡
り
の
な
い
と
き
丈
、
句
も
自
然
と
湧
き
、
詩
も
興
に
乗
じ
て
種
々

 
 
な
形
の
も
と
に
浮
ん
で
く
る
。
さ
う
し
て
後
か
ら
顧
み
る
と
、
夫
が
自

 
 
分
の
生
涯
の
中
で
一
番
幸
福
な
時
期
な
の
で
あ
る
。
風
流
を
盛
る
べ
き

 
 
器
が
、
無
作
法
な
十
七
字
と
、
倍
屈
な
漢
字
以
外
に
日
本
で
発
明
さ
れ

 
 
た
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
左
も
な
け
れ
ば
、
余
は
斯
か
る
時
、
斯
か
る
場
合

 
 
に
臨
ん
で
、
何
時
で
も
其
無
作
法
と
其
丈
屈
と
を
忍
ん
で
、
風
流
を
這

 
 
裏
に
楽
し
ん
で
悔
い
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
日
本
に
他
の
恰
好

 
 
な
詩
形
の
な
い
の
を
憾
み
と
は
決
し
て
思
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
(
第

 
 
五
章
)

 
「
健
康
の
時
に
は
と
て
も
望
め
な
い
長
閑
か
な
春
が
其
間
か
ら
湧
い
て
出

る
」
(
同
)
と
、
病
中
で
こ
そ
得
る
こ
と
が
で
き
た
余
裕
が
自
然
に
詩
と
な

り
、
漱
石
は
こ
れ
を
風
流
と
認
め
る
と
同
時
に
、
楽
し
ん
で
い
る
と
言
う
。

も
っ
と
も
漱
石
が
若
い
頃
か
ら
深
く
身
に
つ
い
た
漢
文
の
教
養
も
無
視
し
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
教
養
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
う
し
て
漢
詩
を
書
き
続
け
た

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
修
善
寺
で
の
漱
石
は
一
時
瀕
死
状
態
に
陥
っ
た
た
め
、
回
復
に
向
か
い
つ

(47)



つ
あ
る
と
は
言
え
、
重
病
の
後
で
そ
の
体
は
き
わ
め
て
弱
っ
て
い
た
。
自
力

で
体
を
動
か
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
ほ
ど
肉
体
は
衰
弱
し
て
い
る
が
、
し
か

し
そ
の
反
面
、
精
神
状
態
-
頭
脳
の
働
き
一
は
明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
日

の
日
記
に
も
「
昨
日
よ
り
病
前
に
讃
み
か
け
た
六
つ
か
し
い
本
を
課
な
が
ら

少
々
績
む
に
頭
の
工
合
は
病
前
と
差
し
て
異
な
ら
ず
。
」
と
あ
る
ご
と
く
、

病
前
と
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
む
し
ろ
病
気
と
向

き
合
っ
て
か
ら
、
周
り
の
こ
と
を
よ
り
鋭
く
、
敏
感
に
感
受
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
中
、
こ
の
時
期
俳
句
と
共
に
、
い
や

俳
句
以
上
に
漢
詩
に
打
ち
込
ん
だ
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
恐
ら
く
こ
と

の
事
情
は
漢
詩
自
体
が
語
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
日
(
九
月
二
十
日
)

の
日
記
に
は
「
夜
来
の
雨
。
し
ば
く
眼
覚
む
。
」
と
書
か
れ
た
後
、

 
 
大
風
鳴
萬
木
 
 
大
風
 
萬
木
を
鳴
ら
し

 
 
山
雨
憾
高
櫻
 
 
山
雨
 
高
櫻
を
憾
が
す

 
 
病
骨
稜
雄
剣
 
 
門
真
 
稜
と
し
て
剣
の
如
く

 
 
一
燈
青
笹
愁
 
 
一
燈
 
青
く
し
て
愁
え
ん
と
欲
す

と
漢
詩
一
首
を
記
し
て
い
る
。
事
実
、
目
が
覚
め
る
ほ
ど
の
雨
や
風
で
起
こ

さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
尖
っ
た
神
経
が
ど
ん
な
に
さ
さ
や
か
な
音
に
も
反

応
し
て
し
ま
う
の
か
、
も
し
く
は
体
の
痛
み
で
目
が
覚
め
て
し
ま
う
の
か
。

と
も
か
く
安
ら
か
な
睡
眠
が
妨
げ
ら
れ
、
病
気
で
や
つ
れ
き
っ
た
体
が
惨
め

に
自
ら
の
目
に
映
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
暗
い
明
か
り
が
ま
さ
に
自
分
の

心
象
を
表
わ
し
て
い
る
如
く
に
思
わ
れ
る
と
い
う
。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

第
二
十
二
章
で
漱
石
は
、
吐
血
後
に
命
を
取
り
と
め
た
が
、
体
の
い
た
る
と

こ
ろ
に
感
じ
た
強
い
痛
み
を
忍
び
つ
つ
、
朝
が
来
る
の
を
待
ち
わ
び
た
と
、

当
時
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
大
風
」
を

「
秋
風
」
に
改
め
、
こ
の
漢
詩
で
一
章
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
痛
み
を
感

じ
る
こ
と
こ
そ
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
な
に
よ
り
の
喜
び
を
示
す
証
拠
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
の
痛
み
に
よ
り
人
は
一
人
で
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
生
の
孤
独
も
知
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
第
八
章
に
は
大
吐
血
直
前
、
病
気
に
苦
し
ん
で
い

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
結
び
の
と
こ
ろ
に
「
此
煩
悶
に
比
べ
る
と
、
干

る
べ
か
ら
ざ
る
二
十
四
日
の
出
来
事
以
後
に
生
き
た
余
は
、
如
何
に
安
住
の

地
を
得
て
静
穏
に
生
を
営
ん
だ
か
分
ら
な
い
。
其
静
穏
の
日
が
即
ち
余
の
一

生
涯
に
あ
っ
て
最
も
恐
る
べ
き
危
険
の
日
で
あ
っ
た
の
だ
と
云
ふ
事
を
後
か

ら
知
っ
た
時
、
余
は
下
の
様
な
詩
を
作
っ
た
。
」
と
書
か
れ
、
次
の
七
言
絶

句
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
圓
覧
曾
参
棒
喝
暉
 
 
圓
畳
 
曾
て
参
ず
 
棒
喝
の
暉

 
 
喀
見
何
庭
鰯
機
縁
 
 
量
見
 
何
れ
の
虚
か
 
機
縁
に
重
れ
し

 
 
青
山
不
拒
庸
人
骨
 
 
青
山
 
拒
ま
ず
 
庸
人
の
骨

 
 
回
首
九
嘉
月
在
天
 
 
首
を
九
地
に
回
ら
せ
ば
 
月
 
天
に
在
り

 
ま
ず
首
句
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
二
十
七
年
漱
石
の
鎌
倉
円
覚
寺
で

の
参
禅
体
験
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
入
院
す
る
前
に
書
か
れ
た
『
門
』

の
中
に
も
、
宗
助
の
参
禅
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
経
験
で
も
、
虚
構

の
作
品
の
中
で
も
、
ど
ら
ち
も
悟
る
こ
と
が
で
き
ず
に
参
禅
は
失
敗
に
終
わ
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
求
め
よ
う
と
す
る
宗
教
へ
の
道
が
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
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で
あ
る
。
そ
の
上
、
一
切
の
煩
悩
を
棄
て
て
、
死
に
向
か
う
こ
と
も
簡
単
に

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
海
知
義
氏
訳
注
に
「
月
天
に
在
り
」
は
す
な
わ
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

「
再
生
の
象
徴
的
風
景
」
で
あ
る
と
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
は
実
際

に
生
死
の
境
を
さ
迷
う
揚
句
、
「
九
青
目
死
の
世
界
」
か
ら
生
き
返
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
く
再
生
〉
し
た
と
は
言
え
、
決
し
て
生
き
延
び

た
こ
と
の
喜
び
を
称
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
死
の
没
交

渉
に
戸
惑
い
な
が
ら
運
命
の
不
条
理
を
嘆
い
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
ほ
う

が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
時
期
の
漢
詩
の
中
で
、
最
も
印
象
的
な
の
は
恐
ら
く
あ
の
大
吐
血
の

模
様
を
詠
じ
る
詩
で
あ
ろ
う
。

 
 
郵
駅
緯
血
腹
中
文
 
 
詰
軍
た
る
緯
血
 
腹
中
の
文

 
 
嘔
照
黄
昏
漂
綺
紋
 
 
嘔
い
て
黄
昏
を
照
ら
し
て
 
言
託
を
漂
わ
す

 
 
入
夜
空
疑
身
是
骨
 
 
夜
に
入
り
て
空
し
く
疑
う
 
身
は
是
れ
骨
か
と

 
 
臥
林
如
石
夢
寒
雲
 
 
臥
鉢
 
石
の
如
く
 
寒
雲
を
夢
む

 
十
月
五
日
の
日
記
に
記
し
た
の
ち
に
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の
第
十
三
章

の
結
び
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
記
で
の
「
入
夜
通
身
渾
是
骨
(
夜
に

入
り
て
通
身
渾
て
堪
れ
骨
な
る
を
)
」
、
痛
々
し
い
実
状
、
す
な
わ
ち
肉
が
な

く
て
、
骨
が
痛
む
そ
の
あ
り
さ
ま
を
和
ら
げ
る
よ
う
に
、
「
入
夜
空
疑
身
是

骨
(
夜
に
入
り
て
空
し
く
疑
う
身
は
詣
れ
骨
か
と
)
」
、
む
な
し
く
、
定
め
で

は
な
い
風
に
と
改
稿
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
虚
幻
の
感
を
強

調
し
、
尾
句
の
「
臥
鉢
如
石
夢
寒
雲
(
臥
鉢
石
の
如
く
寒
雲
を
夢
む
)
」
と
、

よ
り
一
層
呼
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
岡
信
氏
は
こ
の
詩
が
「
ほ
と
ん
ど
何
の

漱
石
漢
詩
研
究
 
-
「
修
善
寺
の
大
患
」
直
後
の
漢
詩
に
つ
い
て
一

き
ら
び
や
か
な
詩
的
修
飾
も
な
い
。
言
々
句
々
、
た
だ
出
来
事
の
正
確
な
叙

述
か
ら
成
っ
て
い
る
の
み
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
七
言
絶
句
の
印
象

 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
強
烈
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
は
大
吐
血
当
時
の
様
子

を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
半
の
二
言
に
お
い

て
、
「
黄
昏
」
の
時
分
に
お
き
た
吐
血
の
模
様
が
描
か
れ
、
ま
た
後
半
の
二

句
で
は
場
面
や
時
間
が
一
転
し
て
、
「
夜
」
の
病
床
に
つ
い
た
自
分
は
体
の

痛
み
で
目
が
覚
め
て
し
ま
い
、
悪
夢
で
も
見
て
い
る
の
か
と
疑
う
。
「
黄
昏
」

の
吐
血
か
ら
「
夜
」
の
病
床
に
か
わ
っ
た
こ
の
間
の
時
間
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
ざ
と
二
つ
の
不
連
続
の
出
来
事
を
並
べ
た
の
は
、
恰
も
記
憶

に
存
在
し
な
い
、
危
篤
に
陥
っ
た
三
十
分
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
二
十
八
文
字
で
正
確
に
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の
第
十
三
章
を

ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

 
も
う
一
首
吐
血
に
ふ
れ
て
い
る
五
言
絶
句
が
あ
る
。
十
月
七
日
の
日
記
、

『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
第
二
十
五
章
の
終
わ
り
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
』
易
、
い

 
傷
心
秋
湿
到

 
鼻
血
骨
癌
存

 
毛
起
期
何
日

 
夕
陽
還
一
村

病
状
が
悪
化
し
、

｛
」
 
秋
已
に
到
り

心
血
 
骨
猶
お
存
す

不
起
 
期
す
る
は
 
何
れ
の
日
ぞ

夕
陽
 
還
た
一
村

「
嘔
血
骨
猶
お
存
す
」
と
詠
じ
た
よ
う
に
、

ど
う
に
か

一
命
を
取
り
と
め
た
こ
の
傷
心
の
秋
の
出
来
事
が
突
如
と
し
て
起
こ
っ
て
、

病
気
が
治
る
の
は
い
っ
た
い
い
つ
の
日
か
と
思
い
、
外
を
見
る
と
夕
日
も
ま

た
射
し
出
で
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
一
年
の
終
わ
り
に
近
い
〈
秋
〉
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と
一
日
の
終
わ
り
に
近
い
〈
夕
陽
〉
と
は
あ
い
照
応
し
て
、
そ
の
限
り
な
い

寂
し
さ
を
伝
え
る
か
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
漢
詩
の
中
で
「
骨
」
と
い
う
語
の
重
出
が
非
常
に

目
立
っ
て
い
る
。
事
実
、
病
気
に
よ
る
痩
せ
き
っ
た
体
の
描
写
と
も
取
れ
る

が
、
む
し
ろ
漱
石
の
目
に
は
、
そ
れ
は
「
留
る
べ
か
ら
ざ
る
二
十
四
日
の
出

来
事
」
が
残
し
た
一
つ
の
証
と
し
て
映
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
や
が
て
帰
京
の
時
は
近
づ
き
、
十
月
十
日
の
日
記
に
は
、
「
愈
明
日
東
京

へ
帰
れ
る
と
思
ふ
と
嬉
し
い
」
と
記
し
た
後
、
次
の
詩
を
詠
ず
る
。
『
思
ひ

出
す
事
な
ど
』
第
二
十
八
章
の
終
末
に
置
か
れ
た
漢
詩
で
あ
る
。

客
語
回
者
一
言
満

船
來
山
雨
曉
來
晴

孤
峯
頂
上
孤
松
色

早
映
紅
畷
諺
諺
明

 
吉
川
幸
次
郎
氏
は
「
こ
の
詩
、

曉
來
と
、
來
の
字
を
重
ね
、

は
、
同
一
の
字
を
二
度
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
近
体
詩
の
通
例
の
禁
忌

の
外
に
あ
る
も
の
で
、
こ
と
に
喜
悦
の
詩
に
は
、
こ
う
し
た
句
法
が
、
杜
甫

 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
こ

の
『
三
月
已
に
破
れ
て
三
月
来
た
る
』
を
は
じ
め
、
し
ば
し
ば
あ
る
」
と
句

法
を
分
析
し
て
、
「
喜
悦
の
詩
」
と
分
類
し
て
い
る
。
確
か
に
十
月
七
日
の

漢
詩
に
潜
め
る
寂
然
た
る
風
景
が
一
転
し
て
、
中
村
宏
氏
が
指
摘
し
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
る
 

よ
う
に
「
全
体
に
軽
く
明
る
い
調
子
」
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

客
夢
回
る
時
 
一
葦
鳴
き

夜
來
の
山
雨
 
曉
來
晴
る

孤
峯
の
頂
上
 
孤
松
の
色

早
に
紅
轍
に
映
じ
て
 
響
響
と
し
て
明
ら
か
な

り 
 
こ
の
諺
諺
と
い
う
畳
字
の
ほ
か
、
夜
來
、

孤
峯
、
孤
松
と
、
孤
の
字
を
重
ね
る
。
こ
れ
ら

あ
る
。
夢
か
ら
覚
め
る
と
鳥
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
、
明
け
が
た
に
な

る
と
、
昨
夜
か
ら
降
っ
て
い
た
雨
も
あ
が
っ
て
、
さ
わ
や
か
な
朝
が
わ
た
し

を
待
ち
受
け
て
い
る
。
寂
し
く
見
え
た
、
た
だ
一
つ
そ
び
え
立
つ
峰
の
頂
上

に
あ
る
一
本
松
も
朝
日
を
浴
び
て
美
し
く
姿
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

〈
自
然
〉
を
た
だ
客
観
的
に
観
照
す
る
の
で
は
な
く
、
心
的
状
態
を
反
映
す

る
〈
自
然
〉
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
認
識
者
の
目

 
十
月
十
一
日
、
二
ヶ
月
ぶ
り
に
東
京
へ
帰
っ
て
来
た
漱
石
は
、
長
与
胃
腸

病
院
の
入
院
中
も
漢
詩
を
書
い
て
い
た
。
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
ば
、

四
た
び
の
改
訂
を
加
え
て
完
成
し
た
次
の
漢
詩
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
十
月

十
六
日
、
十
七
日
、
十
八
日
の
日
記
に
推
敲
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。

 
ま
ず
十
月
十
六
日
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

天
地
有
無
裏

死
生
面
謝
時

人
間
失
寄
託

如
鋸
一
繭
縣

命
根
画
面
來

砂
面
不
可
知

窃
雍
日
月
遽

山
仁
山
及
萬
油
津

幽
明
忽
腿
尺

天
地
有
無
の
裏

死
生
交
こ
も
謝
す
る
時

人
間
寄
託
を
失
う

一
如
綜
に
画
す
る
が
如
し

命
根
何
れ
の
庭
よ
り
來
た
る

憲
台
知
る
可
か
ら
ず

窃
雍
と
し
て
日
月
遽
か
に

笈
炭
と
し
て
萬
象
危
し

幽
明
忽
ち
に
し
て
腿
尺
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、



乾
坤
半
餉
移

軍
幅
跨
双
界

隻
眼
桂
大
疑

幸
生
天
子
國

未
逢
當
代
師

四
十
猶
兀
兀

斯
道
果
囑
誰

乾
坤
半
餉
に
し
て
移
る

軍
躯
藁
苞
を
跨
ぎ

隻
眼
大
疑
を
桂
く

幸
い
に
天
子
の
國
に
温
ま
る
る
も

未
だ
書
画
の
師
に
逢
わ
ず

四
十
に
し
て
猶
お
兀
兀

斯
の
道
果
た
し
て
誰
に
か
属
さ
ん

 
全
く
記
憶
に
な
い
三
十
分
の
死
を
妻
か
ら
聞
か
さ
れ
た
漱
石
が
そ
の
心
の

ゆ
れ
 
 
「
死
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
」
を
伝
え
よ
う
と
し
た
漢
詩
で
あ
ろ

う
。
死
に
襲
わ
れ
て
拠
り
所
が
な
く
、
あ
た
か
も
コ
本
の
繭
綜
に
鋸
す
る

が
如
し
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
っ
そ
の
生
命
を
つ
な
ぐ
糸
が
切
れ
て

も
お
か
し
く
な
い
状
態
の
も
と
、
「
命
根
何
れ
の
庭
よ
り
出
た
る
」
か
と
自

問
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
人
間
存
在
へ
の
問
い
か
け
は
、
つ
い
そ

の
真
相
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の
第
十
五
章

に
「
俄
然
と
し
て
死
し
、
俄
然
と
し
て
吾
に
還
る
も
の
は
、
否
、
吾
に
還
っ

た
の
だ
と
、
人
か
ら
云
ひ
聞
か
さ
る
＼
も
の
は
、
た
だ
寒
く
な
る
許
で
あ
る
。
」

と
い
う
作
家
の
醒
め
た
目
に
対
し
て
、
詩
人
の
目
は
不
明
瞭
な
生
か
ら
死
へ

と
変
わ
る
瞬
間
に
困
惑
し
、
特
に
最
後
の
二
聯
か
ら
は
そ
の
焦
燥
の
感
が
よ

く
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
十
六
日
の
詩
は
天
地
の
句
か
ら
難
台
の
句
ま
で
と

窃
雍
の
句
か
ら
最
後
ま
で
と
二
連
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
十
月

十
七
日
の
日
記
で
は
、

 
 
標
瀞
天
地
外
 
 
繧
秒
天
地
の
外

漱
石
漢
詩
研
究
1
「
修
善
寺
の
大
患
」
直
後
の
漢
詩
に
つ
い
て
一

 
 
生
死
交
謝
時

 
 
杳
然
無
寄
託

 
 
懸
命
一
繭
綜

 
 
命
根
何
庭
在

 
 
窃
雍
不
可
知

 
 
唯
畳
天
日
暗

 
 
翻
怪
人
間
奇

 
 
幽
明
固
比
隣

 
 
乾
坤
一
瞬
移

 
 
輩
輻
入
双
界

 
 
隻
眼
桂
大
疑

 
 
広
言
閲
両
極

 
 
属
得
窮
爾
儀

 
 
生
住
天
子
國

 
 
早
言
稻
人
員

 
 
四
十
徒
兀
兀

 
 
斯
道
寛
囑
誰

○
 
孤
愁
澹
難
語

 
 
況
逢
瀟
颯
悲

 
 
仰
臥
秋
已
關

 
 
一
病
欲
銀
髭

 
 
蓼
廓
天
空
在

生
死
交
こ
も
謝
す
る
時

杳
然
と
し
て
寄
託
無
し

命
を
一
繭
綜
に
懸
く

命
根
何
れ
の
慮
に
在
る

窃
雍
と
し
て
知
る
可
か
ら
ず

唯
だ
費
ゆ
天
日
の
暗
き
を

翻
っ
て
怪
し
む
人
間
の
奇

幽
明
固
よ
り
比
隣

乾
坤
一
瞬
に
し
て
移
る

軍
躯
双
界
に
入
り

隻
眼
大
疑
を
桂
く

言
う
を
休
め
よ
両
極
を
閲
す
と

局
ぞ
得
ん
爾
儀
を
窮
む
る
を

生
ま
れ
て
天
子
の
國
に
住
む
も

未
だ
人
の
師
と
構
す
る
を
許
さ
ず

四
十
徒
ら
に
兀
兀

斯
の
道
立
見
に
誰
に
か
属
さ
ん

孤
愁
澹
と
し
て
語
り
難
く

況
ん
や
薫
颯
の
悲
し
み
に
逢
う
を
や

仰
臥
秋
已
に
關
に
し
て

一
病
銀
髭
な
ら
ん
と
欲
す

蓼
廓
と
し
て
天
空
在
り
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黙
見
/
看
高
果
枝
 
黙
し
て
見
/
看
る
果
枝
高
き
を

 
 
朝
食
前
に
昨
日
の
詩
を
改
め
て
こ
ん
な
も
の
に
し
た
。
実
際
の
詩
で
あ

 
 
る
。
詩
の
た
め
の
詩
で
は
な
い
。
だ
か
ら
存
し
て
置
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
標
砂
の
句
か
ら
窃
窮
の
句
ま
で
、
唯
畳
の
句
か
ら
未
許
の

句
ま
で
、
四
十
の
句
か
ら
最
後
ま
で
、
の
三
連
、
二
十
四
句
の
構
成
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
三
連
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第
一

連
で
、
ま
ず
仮
死
状
態
に
陥
っ
た
体
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
生
死
の
虚
幻
の

感
を
表
白
し
、
「
命
根
何
れ
の
庭
に
在
る
」
か
と
、
人
間
存
在
へ
の
根
源
的

な
問
題
が
問
い
掛
け
ら
れ
る
。
第
二
連
で
は
、
「
幽
明
」
「
乾
坤
」
「
双
界
」

「
両
極
」
「
爾
儀
」
で
表
わ
す
相
対
立
の
両
面
、
つ
ま
り
生
と
死
と
の
境
界
線

の
不
明
瞭
さ
に
戸
惑
い
を
覚
え
、
心
の
動
揺
が
隠
せ
な
い
。
言
葉
遣
い
に
お

い
て
は
い
ま
ま
で
に
な
い
痛
烈
な
表
現
が
散
り
ば
め
ら
れ
る
。
ま
た
第
三
連

は
現
在
の
臥
床
し
て
い
る
自
分
を
見
つ
め
て
そ
の
空
し
く
、
悲
し
い
感
懐
を

詠
じ
て
い
る
。
日
記
の
中
で
漱
石
が
い
う
「
詩
の
た
め
の
詩
で
は
な
い
」
、

「
実
際
の
詩
」
と
は
、
大
岡
信
氏
が
言
っ
て
い
る
「
詩
美
へ
の
配
慮
よ
り
は
、

む
し
ろ
精
神
の
動
揺
の
原
因
・
結
果
を
正
確
に
定
着
し
よ
う
と
す
る
心
の
動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら
 

き
の
方
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
詩
で
」
あ
ろ
う
。
生
死
の
境
を
さ
迷
っ
た
後
、

生
き
延
び
た
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
そ
の
生
命
の
は
か
な
さ
を
詠
じ
る
詩
で

あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
鋭
い
目
で
生
の
実
相
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
見

詰
め
、
自
分
を
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
よ
う
。
十
八
日
の
日
記

で
は
さ
ら
に
推
敲
を
加
え
て
、
第
二
連
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
削
除
の
し
る
し

を
つ
け
、
次
の
十
四
句
の
形
で
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
に
取
り
入
れ
、
定

稿
と
し
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
遥
か
に
お
ぼ
ろ
な
天
と
地
の
外
、

 
 
 
 
 
頼
り
と
す
る
も
の
が
闇
の
中
に
消
え
て
ゆ
く
。
我
が
心
は
一
体

ど
こ
へ
行
こ
う
と
す
る
の
か
。
第
五
句
は
十
月
十
六
日
「
命
根
並
倉
来
(
命

根
何
れ
の
庭
よ
り
來
た
る
)
」
か
ら
十
七
日
「
命
根
何
虜
在
(
命
根
何
れ
の
庭

に
在
る
)
」
、
十
八
日
「
命
根
何
庭
是
(
命
根
何
れ
の
庭
か
是
れ
な
る
)
」
に

変
わ
っ
て
、
定
稿
で
は
「
蹄
血
色
命
根
(
錦
來
命
根
を
寛
む
る
も
)
」
と
な
っ

て
い
る
。
「
帰
来
」
と
は
俄
然
と
し
て
死
が
襲
い
掛
か
っ
て
、
俄
然
と
し
て

 
 
標
瀞
玄
黄
外

 
 
死
生
交
謝
時

 
 
寄
託
自
然
去

 
 
我
心
何
所
之

 
 
蹄
面
付
命
根

 
 
命
脈
寛
難
癖

 
 
孤
愁
空
邊
夢

 
 
宛
動
薫
班
必
悲

 
 
江
山
秋
已
老

 
 
塩
煮
鷺
將
衰

 
 
廓
蓼
天
尚
在

 
 
高
樹
濁
鯨
枝

 
 
晩
景
如
此
澹

 
 
風
緊
要
詩
遅

 
標
砂
た
る
、

と
し
た
時
、

繧
診
た
る
玄
黄
の
外

死
生
 
交
こ
も
謝
す
る
時

寄
託
 
冥
然
と
し
て
去
り

我
が
心
何
の
重
く
所
ぞ

蹄
來
 
命
根
を
臨
む
る
も

重
訂
と
し
て
 
寛
に
知
り
難
し

孤
愁
 
空
し
く
夢
を
邊
り

宛
と
し
て
薫
陶
必
の
悲
し
み
を
動
か
す

江
山
 
秋
已
に
老
い

粥
藥
 
髭
面
に
衰
え
ん
と
す

廓
蓼
と
し
て
 
血
流
お
在
り

高
樹
 
濁
り
枝
を
直
す

晩
懐
 
此
く
の
如
く
澹
に

風
露
詩
に
入
る
こ
と
遅
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
死
と
生
が
入
れ
替
わ
ろ
う
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生
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
で
、
命
根
 
 
根
本
的
な
人
間
存
在
の
問
題
 
 
を

探
し
求
め
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
は
る
か
で
お
ぼ
つ
か
な
い
、
と
う
と
う

そ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
〈
命
根
を
寛

む
〉
の
一
語
に
こ
も
る
作
家
と
し
て
の
決
意
の
ひ
び
き
は
深
い
。
ま
た
敢
え

て
、
未
定
稿
に
見
え
る
激
越
な
表
現
を
削
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
含
蓄
あ

る
形
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
改
稿
に
関
し
て
、
吉
川
幸
次
郎
氏
は

「
定
稿
で
は
け
ず
つ
た
乳
酸
に
く
だ
く
だ
し
く
の
べ
た
思
想
を
、
空
し
く
夢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 

を
穿
る
、
空
転
夢
、
の
三
字
に
凝
集
し
た
と
見
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

確
か
に
表
現
が
違
っ
て
い
て
も
表
わ
し
て
い
る
内
容
に
は
重
複
す
る
部
分
が

多
す
ぎ
る
た
め
、
よ
り
凝
集
さ
れ
た
形
に
し
ょ
う
と
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る

が
、
〈
発
表
〉
と
い
う
形
を
考
え
る
と
こ
の
よ
う
な
激
し
い
心
情
表
現
は
日

記
の
中
に
止
め
て
お
い
た
方
が
良
い
と
漱
石
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
臥
床
を
し
て
い
る
と
、
孤
独
の
哀
愁
に
満
ち
て
む
な
し
く
夢
に
纏
わ
れ
、

悲
し
い
限
り
で
あ
る
。
季
節
の
秋
が
深
ま
っ
て
、
「
粥
藥
鷺
將
衰
(
粥
藥
鷺

將
に
衰
え
ん
と
す
)
」
と
い
う
ご
と
く
、
病
気
を
し
て
髪
白
く
な
っ
て
い
る

自
分
を
見
て
、
や
は
り
わ
が
人
生
に
も
秋
が
訪
れ
て
き
た
と
実
感
し
た
。
天

が
依
然
と
し
て
広
々
と
、
さ
み
し
く
存
在
す
る
の
に
対
し
、
「
高
樹
濁
饒
枝

(
高
樹
濁
り
枝
を
齢
す
)
」
と
あ
る
通
り
、
自
分
は
痛
ま
し
い
骨
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
自
分
が
置
か
れ
た
外
部
の
世
界
と
内
面
の
世
界
を
観
照
し
つ

つ
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
よ
う
に
世
俗
と
は
没
干
渉
で
、
自
然
を
楽
し
み
な
が

ら
詩
を
詠
じ
、
静
か
で
安
ら
か
に
晩
節
を
送
り
た
い
。
こ
の
一
首
の
漢
詩
で

仮
死
状
態
に
陥
っ
た
経
験
や
、
こ
の
異
常
な
経
験
か
ら
人
間
存
在
の
問
題
に

漱
石
漢
詩
研
究
-
「
修
善
寺
の
大
患
」
直
後
の
漢
詩
に
つ
い
て
一

直
面
し
、
感
じ
入
る
思
い
や
、
病
中
の
心
境
、
ま
た
こ
れ
か
ら
歩
こ
う
と
す

る
道
が
漢
詩
的
表
現
と
は
言
い
な
が
ら
、
周
密
に
語
ら
れ
て
い
る
。

 
漱
石
の
漢
詩
は
大
岡
信
氏
が
「
悟
達
し
た
人
の
ご
く
自
然
に
沸
き
あ
が
る

詩
心
の
流
露
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
」
く
、
「
内
省
し
続
け
る
意
識

家
が
、
お
の
れ
の
経
て
き
た
歳
月
を
顧
み
、
ま
た
現
在
を
眺
め
な
が
ら
、
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ア
 

え
ず
新
た
な
自
己
確
認
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
認
識

者
と
し
て
の
意
識
が
強
く
働
い
て
ゆ
く
、
そ
の
さ
な
か
か
ら
掴
み
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
随
筆
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
に
お
け
る
散
文
表
現
と
同
様
に
、

い
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
、
漱
石
の
病
気
の
状
況
や
、
病
床
に

お
け
る
心
境
の
微
妙
な
変
化
を
詩
人
の
内
省
的
な
目
を
通
し
て
表
わ
し
た
も

の
と
言
え
よ
う
。

四
、
『
明
暗
』
期
へ

 
漱
石
は
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
第
四
章
で
「
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
は
忘

れ
る
か
ら
思
ひ
出
す
の
で
あ
る
。
漸
く
生
き
残
っ
て
東
京
に
帰
っ
た
余
は
、

病
に
因
っ
て
纏
か
に
享
け
得
た
此
長
閑
な
心
持
を
早
く
も
失
は
ん
と
し
つ
＼

あ
る
。
ま
だ
床
を
離
れ
る
程
に
足
腰
が
利
か
な
い
う
ち
に
、
三
山
君
に
遺
っ

た
詩
が
、
既
に
此
太
平
の
趣
を
う
た
ふ
べ
き
最
後
の
作
で
は
な
か
ら
う
か
と
、

自
分
な
が
ら
掛
黒
し
て
る
る
位
で
あ
る
。
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
は
平
凡
で

低
調
な
個
人
の
病
中
に
於
け
る
述
懐
と
叙
事
に
過
ぎ
な
い
が
、
其
中
に
は
此

陳
腐
な
が
ら
払
底
な
趣
が
、
珍
ら
し
く
大
分
這
入
っ
て
来
る
積
で
あ
る
か
ら
、

余
は
早
く
思
ひ
出
し
て
、
早
く
書
い
て
、
さ
う
し
て
今
の
新
ら
し
い
人
々
と
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今
の
苦
し
い
人
々
と
共
に
、
此
古
い
香
を
懐
か
し
み
た
い
と
思
ふ
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
「
修
善
寺
の
大
患
」
は
漱
石
に
と
っ
て
、
身
体
的
な
苦
い
経
験

で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
漢
詩
を
始
め
、
忘
れ
去
っ
た
い
ろ
ん
な
趣
が
蘇
っ
て

く
る
き
っ
か
け
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
漢
詩
の
重
要
さ
に
そ
の
時
の
漱

石
は
ま
だ
十
分
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
『
朝
日
新
聞
』
主
筆

膝
撃
三
山
に
次
の
七
言
律
詩
を
送
っ
て
い
る
の
は
い
か
に
も
暗
示
的
で
あ
る
。

遺
却
新
詩
無
庭
尋

塔
然
隔
編
三
曲
林

斜
陽
三
二
照
三
遠

黄
葉
一
村
藏
寺
深

懸
偶
壁
間
焚
佛
意

見
雲
天
上
抱
琴
心

人
間
至
樂
江
湖
老

犬
吠
鶏
鳴
共
好
音

 
こ
の
詩
を
送
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
同
じ
く
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

に
、
詳
細
に
書
い
て
あ
る
。

が
窓
か
ら
寺
を
望
む
訳
も
な
し
、

此
詩
は
全
く
の
実
況
に
反
し
て
み
る
に
は
違
な
い
が
、

持
を
味
じ
た
も
の
と
し
て
は
頗
る
恰
好
で
あ
る
。

境
界
に
立
た
な
く
て
は
不
幸
だ
と
思
ふ
の
で
、

り
得
る
今
の
身
の
嬉
し
さ
が
、

と
語
っ
て
い
る
。
七
言
律
詩
の
ス
タ
イ
ル
と
い
い
、

新
詩
を
遺
却
し
て
 
庭
と
し
て
尋
ぬ
る
無
く

略
然
 
編
を
隔
て
て
 
茂
林
に
封
ず

斜
陽
 
脛
に
満
ち
て
 
僧
を
照
ら
す
こ
と
遠
く

黄
葉
の
一
村
寺
を
藏
す
る
こ
と
深
し

偶
を
壁
間
に
懸
く
る
は
 
佛
を
焚
く
の
意

雲
を
天
上
に
見
る
は
 
琴
を
抱
く
の
心

人
間
の
至
樂
 
江
湖
に
老
い

犬
吠
 
鶏
鳴
 
共
に
好
音

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
中

ま
た
「
巧
拙
は
論
外
と
し
て
、
病
院
に
居
る
余

 
 
又
室
内
に
琴
を
置
く
必
要
も
な
い
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ゴ
当
時
の
余
の
心

 
 
 
 
 
 
 
 
(
中
略
)
人
間
は
閑
適
の

 
 
 
 
 
 
 
其
閑
適
を
少
時
な
り
と
も
貧

 
此
五
十
六
字
に
形
を
変
じ
た
の
で
あ
る
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
読
ま
れ
た
内
容
と
い
い
、

『
明
暗
』
期
の
漢
詩
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
『
明
暗
』
期
の

漢
詩
の
執
筆
に
至
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
五
年
の
歳
月
が
か
か
っ
た
の
で
あ

る
。

(
注
1
)
岩
波
版
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
、
平
成
七
年
十
月

(
注
2
)
「
漱
石
に
お
け
る
詩
歌
一
主
に
漢
詩
の
世
界
に
つ
き
一
」
「
国
文

 
 
学
」
昭
和
四
十
五
年
四
月
号

(
注
3
)
『
漱
石
詩
注
』
岩
波
書
店
、
明
治
四
十
二
年
五
月

(
注
4
)
『
漱
石
漢
詩
の
世
界
』
第
一
書
房
、
昭
和
五
十
八
年
九
月

(
注
5
)
旧
注
2

(
注
6
)
同
注
3

(
注
7
)
同
注
2
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