
翻
訳

陸

游

の

絶

句

朱　
　
　

東　

潤

著

三　

野　

豊　

浩

訳

〔
解
題
〕

○
本
稿
は
、
朱
東
潤

（

し
ゅ
と
う
じ
ゅ
ん

一
八
九
六
～
一
九
八
八
）
の

『
陸
游
研
究
』
（
一
九

六
一
年
九
月
、
中
華
書
局
）
所
収
の
論
文

「
陸
游
的
絶
詩
」
の
翻
訳
で

あ
る
。

○
原
文
に
は
注
は
な
い
が
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
陸
游
の
詩
の
製
作
時

期
を
、
末
尾
に
補
注
と
し
て
記
し
た
。
製
作
時
期
は
、
す
べ
て
錢
仲
聯

『
劍
南
詩
稿
校
注
』
（
一
九
八
五
年
九
月
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
の
題
解

に
よ
る
。

○
訓
読
は
旧
仮
名
遣
い
を
原
則
と
し
た
が
、
ル
ビ
に
関
し
て
は
新
仮
名
遣

い
と
し
た
。

陸
游

り
く
ゆ
う

（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
は
絶
句
の
方
面
に
お
い
て
、
輝
か
し

い
発
展
を
有
す
る
。
彼
は
一
面
で
は
唐
人
の
優
秀
な
伝
統
を
継
承
し
た

が
、
よ
り
多
く
宋
人
の

「
議
論
を
好
む
」
と
い
う
特
徴
を
発
揮
し
、
絶
句

の
中
で
彼
の
愛
国
的
な
精
神
を
表
現
し
て
い
る
。

陸
游
の
絶
句
も
、
や
は
り
多
種
多
様
で
あ
る
。
『
劍
南
詩
稿

け
ん
な
ん

し

こ
う

』
巻
二
十
九

の

「
五
雜
組

ご

ざ

っ

そ

」（
１
）は

三
言
六
句
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
種
の
特
殊
な
形
式
で

あ
り
、
全
集
の
中
に
そ
の
他
の
例
が
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し

ば
ら
く
措
い
て
論
じ
な
い
。
そ
の
次
は
五
言
絶
句
で
あ
り
、
全
集
の
中
に

約
二
百
首
存
在
す
る
。
た
ま
た
ま
存
在
す
る
三
言
を
除
け
ば
、
五
言
絶
句

は
最
も
簡
潔
な
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
五
言
絶
句

は
平
仄
の
バ
ラ
ン
ス
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
が
少
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ

自
身
が
備
え
て
い
る
豊
富
な
感
情
に
依
拠
す
る
以
外
に
は
、
少
し
も
音
調

の
心
地
よ
さ
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
陸
游
の
五
言
絶
句
の
佳
作
に

は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
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老
死
已
無
日

老
死

巳す
で

に
日
無
き
も

功
名
猶
自
期

功
名

猶な

ほ
自
ら

お
の
ず
か

期
す

淸
笳
太
行
路

清
笳

太
行
の
路み

ち

何
日
出
王
師

何い
ず

れ
の
日
か

王
師
を
出い

だ

さ
ん

『
詩
稿
』
巻
二
十
二

「
懐お

も

ひ
を
書
す
」（2

）

千
金
募
戰
士

千
金

戦
士
を
募つ

の

り

萬
里
築
長
城

万
里

長
城
を
築
く

何
時
靑
塚
月

何い
ず

れ
の
時
か

青
塚
の
月

却
照
漢
家
營

却ま

た
漢
家
の
営
を
照
ら
さ
ん

夜
泊
武
昌
城

夜

泊
す

武
昌
の
城

江
流
千
丈
淸

江
流

千
丈

清
し

寧
爲
雁
奴
死

寧む
し

ろ
雁
奴
と
為な

り
て
死
す
る
と
も

不
作
鶴
媒
生

鶴
媒
と
作な

り
て
生
き
ざ
ら
ん

『
詩
稿
』
巻
七
十
九

「
古
意
」（3

）

い
ず
れ
も
彼
特
有
の
作
風
を
表
現
し
得
て
い
る
。
そ
の
他
に
は
、
た
と

え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

疏
鐘
渡
水
來

疏
鐘

水
を
渡
り
て
来き

た

り

素
月
依
林
上

素
月

林
に
依よ

り
て
上の

ぼ

る

隼
火
認
茅
廬

煙
火

茅
廬
を
認
め

故
依
船
篷
望

故

に

こ
と
さ
ら

船
篷
に
依よ

り
て
望
む

『
詩
稿
』
巻
三
十
二

「
夜
帰
」（4

）

や
は
り
清
新
な
詩
句
に
よ
っ
て
、
彼
の
故
郷
の
家
に
寄
せ
る
断
ち
難
い

思
い
を
表
現
し
得
て
い
る
。

そ
の
次
は
六
言
絶
句
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
五
言
絶
句
よ
り
一
層
素
朴
な

形
式
で
あ
る
。
五
言
は
平
仄
の
バ
ラ
ン
ス
に
頼
る
こ
と
が
少
な
い
と
は
い

え
、
結
局
の
と
こ
ろ
奇
数
の
詩
句
で
あ
り
、
前
漢
以
来
、
古
く
か
ら
す
で

に
民
間
に
伝
わ
る
歌
謡
の
体
裁
と
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
一
定
の
韻
律
が

あ
る
。
六
言
は
偶
数
の
詩
句
で
あ
り
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
伝
統

す
ら
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
た
だ
ひ
た
す
ら
徒
手
空
拳
で
戦
う

ば
か
り
で
、
全
く
拠
り
所
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
宋

代
以
前
の
詩
人
の
六
言
絶
句
が
極
め
て
少
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
た

め
だ
ろ
う
。
陸
游
は
こ
の
形
式
に
や
は
り
興
味
を
感
じ
た
ら
し
く
、
詩
集

の
中
に
約
三
四
十
首
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
に
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

功
名
正
恐
不
免

功
名

正
に
恐
ら
く
は
免
れ
ざ
ら
ん

富
貴
酷
非
所
須

富
貴

酷
だ

は
な
は

し
く
は
須も

と

む
る
所
に
非あ

ら

ず

鐵
馬
未
平
遼
碣

鉄
馬

未い
ま

だ
遼
碣
を
平
ら
げ
ず

釣
船
且
醉
江
湖

釣
船

且
く

し
ば
ら

は
江
湖
に
酔
は
ん

『
詩
稿
』
巻
十
六

「
六
言
」（

5
）

愛知大学   言語と文化   No. 6

― 215 ―
（ 18 ）



こ
の
詩
は
、
淳
熙
十
年

（
一
一
八
三
）
陸
游
五
十
九
歳
、
免
職
さ
れ
た

後
で
、
山
陰

（
今
の
浙
江
省
紹
興
市
）
に
隠
居
し
て
い
る
時
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
は
決
し
て
富
貴
を
追
求
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
功
名
を
建
て
る
機
会
は
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
敵
を
討
伐
平
定

し
、
占
領
さ
れ
た
土
地
を
取
り
戻
す
ま
で
は
、
故
郷
に
留
ま
り
、
一
介
の

漁
民
と
な
る
の
を
妨
げ
な
い
、
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
志
士
の
愛

国
の
思
想
が
充
満
し
て
お
り
、
同
時
に
ま
た
当
時
の
知
識
人
の
、
権
門
に

奔
走
す
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
気
風
を
も
伝
え
て
い
る
。
素
朴
な
形
式

に
よ
っ
て
豊
富
な
内
容
を
伝
え
、
同
時
に
詩
的
な
感
情
も
充
満
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
詩
は
成
功
し
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

陸
游
の
絶
句
の
圧
倒
的
多
数
は
七
言
絶
句
で
あ
り
、
こ
れ
は
唐
宋
以
来

の
詩
人
に
共
通
の
状
況
で
あ
る
。
唐
人
の
絶
句
は
特
に

「
神
韻
」
を
重
ん

じ
た
が
、
「
神
韻
」
と
い
う
も
の
が
把
握
し
難
い
の
で
、
清
代
の
王お

う

士し

禛し
ん

（
一
六
三
四
～
一
七
一
一
）
は
、
こ
れ
を

「
清
遠
」
と
解
釈
し
た
。
「
清
遠
」

と
は
何
か
？
　
か
つ
て
唐
人
が
語
っ
て
い
る
。
殷い

ん

木は
ん

の

『
河
岳
英
靈
集

か
が
く
え
い
れ
い
し
ゅ
う

』（6
）

は
、
常

じ
ょ
う

建け
ん

（
七
〇
八
～
？
）
の
詩
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

其
旨
遠
、
其
興
僻
、
佳
句
輒
來
、
惟
論
意
表
。

其
の
旨
は
遠
に
し
て
、
其
の
興
は
僻
、
佳
句

輒
ち

す
な
わ

来き
た

れ
ば
、
惟た

だ
意

表
を
論
ず
。

こ
の
こ
と
は
、
唐
代
の
あ
る
種
の
詩
人
の
思
惟
と
感
情
が
、
現
実
の
日

常
生
活
と
は
比
較
的
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
説
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
当
然
、
唐
代
の
詩
人
が
す
べ
て
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
何
人
か
の
批
評
家
た
ち
は
、
こ
れ
こ
そ
が
唐
人
の
特
徴
で

あ
る
と
見
な
し
、
し
か
も
こ
の
一
点
を
唐
宋
詩
の
境
界
と
し
て
い
る
。
嚴げ

ん

羽う

（
生
没
年
不
詳
）
の

『
滄
浪

そ
う
ろ
う

詩
話

し

わ

』
（
詩
辨
）
は
、

盛
唐
諸
人
惟
在
興
趣
、
羚
羊
掛
角
、
無
跡
可
求
。

盛
唐
の
諸
人

惟た

だ
興
趣
に
在あ

り
、
羚れ

い

羊よ
う

掛か
い

角か
く

、（
7
）跡

の
求
む
べ
き
無

し
。

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
。
嚴
羽
の
主
張
は
反
現

実
主
義
的
だ
が
、
宋
代
に
嚴
羽
が
生
ま
れ
、
嚴
羽
の
主
張
が
宋
代
に
お
い

て
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
得
た
こ
と
か
ら
も
、
宋
代
の
あ
る
種
の
詩
人

が
、
唐
人
の
「
神
韻
」
に
や
は
り
未
練
を
残
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
陸

游
に
も
こ
の
よ
う
な
作
品
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
？
　
存
在
す
る
、
と
言

う
べ
き
で
あ
る
。
彼
の
若
年
と
中
年
の
作
品
の
中
に
い
ず
れ
も
存
在
し
、

晩
年
以
後
は
比
較
的
少
な
く
な
る
。
学
習
の
過
程
に
お
い
て
、
陸
游
は
彼

の
時
代
と
環
境
と
を
超
越
す
る
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼

の
詩
の
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

衣
上
征
塵
雜
酒
痕

衣
上
の
征
塵

酒
痕
を
雑ま

じ

へ

遠
游
無
處
不
消
魂

遠
游

処
と

と
こ
ろ

し
て
消
魂
せ
ざ
る
は
無
し

翻訳　陸游の絶句
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此
身
合
是
詩
人
未

此
の
身

合ま
さ

に
是
れ
詩
人
た
る
べ
き
や
未い

な

や

細
雨
騎
驢
入
劍
門

細
雨

驢
に
騎の

り
て
剣
門
に
入
る

『
詩
稿
』
巻
三

「
剣
門
道
中
に
て
微
雨
に
遇あ

ふ
」（8

）

明
窗
短
壁
拂
蛛
絲

明
窓

短
壁

蛛
糸
を
払
ふ

常
是
江
邊
送
客
時

常
に
是
れ

江
辺
に
客
を
送
る
の
時

留
滞
錦
城
生
白
髪

錦
城
に
留
滞
し
て

白
髪
を
生
ず

不
如

燕
有
歸
期

如し

か
ず

巣
燕
の
帰
期
有
ら
ん
に
は

『
詩
稿
』
巻
八

「
城
北
の
青
蓮
院
の
方
丈
の
壁
間
に
、
燕
子
を
画え

が

け

る
者
有
り
、
過
客

多
く
詩
を
題
す
。
予
も
亦ま

た
戯
れ

た
わ
む

に
二
絶
句
を

作
る
」（

9
）

舟
中
一
雨
掃
飛
蝿

舟
中
の
一
雨

飛
蝿
を
掃は

ら

ひ

半
脱
綸
巾
臥
翠
藤

半な
か

ば
綸
巾
を
脱
い
で

翠
藤
に
臥
す

淸
夢
初
回
窗
日
晩

清
夢

初
め
て
回か

え

り

窓
日

晩く

れ

數
聲
柔
惡
下
巴
陵

数
声
の
柔
惡

巴
陵
に
下
る

『
詩
稿
』
巻
十

「
小
雨
に
て
極
め
て
涼
し
く
、
舟
中
に
熟
睡
し

て
夕
に

ゆ
う
べ

至
る
」（
10
）

桐
陰
淸
潤
雨
餘
天

桐
陰

清
潤
な
り

雨
余
の
天

檐
鐸
搖
風
破
晝
眠

檐
鐸

風
に
揺
れ
て

昼
眠
を
破
る

夢
到
畫
堂
人
不
見

夢
に
画
堂
に
到
り
て

人

見
え
ず

一
雙
輕
燕
蹴
箏
弦

一
双
の
軽
燕

箏
弦
を
蹴け

る

『
詩
稿
』
巻
十
二

「
夏
日

昼
寝い

ね

て
夢
に
一
院
に
遊
ぶ
。
闃
然

げ
き
ぜ
ん

と
し

て
人
無
く
、
簾
影

堂
に
満
ち
、
惟た

だ
燕
の
箏
弦
を
甅ふ

み
て
声
有
る

の
み
。
覚さ

め
て
鉄
鐸
の
風
に
響
き
て

摸
き
ゅ
う

然ぜ
ん

た
る
を
聞
く
。
殆
く

お
そ
ら

は
夢
み
し
所
な
る
か
。
因よ

り
て
絶
句
を
得
た
り
」（
11
）

莫
嫌
風
雨
作
新
寒

嫌
ふ
莫な

か

れ

風
雨
の
新
寒
を
作な

す
を

一
樹
靑
楓
已
半
丹

一
樹
の
青
楓

已す
で

に
半な

か

ば
丹あ

か

し

身
在
范
寛
圖
畫
裏

身
は
在あ

り

范
寛
の
図
画
の
裏う

ち

小
樓
西
角
剩
凭
欄

小
楼
の
西
角
に
て

剰
へ

あ
ま
つ
さ

欄
に
凭よ

る

『
詩
稿
』
巻
十
七

「
初
冬
雑
題
」（
12
）

新
雁
南
來
片
影
弧

新
雁

南
来

片
影

弧
な
り

冷
雲
深
處
宿
菰
蘆

冷
雲

深
き
処と

こ
ろ

菰
蘆
に
宿
す

不
知
湘
水
巴
陵
路

知
ら
ず

湘
水

巴
陵
の
路み

ち

曾
記
漁
陽
上
谷
無

曽か
つ

て
漁
陽
上
谷
を
記し

る

す
や
無い

な

や

『
詩
稿
』
巻
七
十
八

「
新
雁
を
聞
き
て
感
有
り
」（
13
）

陸
游
の
絶
句
の
中
に
、
我
々
は
唐
人
の

「
神
韻
」
に
富
ん
だ
絶
句
を
見

い
だ
す
。
し
か
し
宋
人
の
絶
句
の
中
で
は
、
我
々
は
宋
人
の
特
色
に
よ
っ

て
推
し
量
る
べ
き
で
あ
り
、
唐
人
の
特
色
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
宋
人
の
特
色
と
は
何
か
？
　
そ
れ
は
正
に
嚴
羽
が
言
う
よ
う
に
、

近
代
諸
公
乃
作
奇
特
解
會
、
遂
以
文
字
爲
詩
、
以
才
學
爲
詩
、
以
議
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論
爲
詩
。

近
代
の
諸
公

乃
ち

す
な
わ
ち

奇き

特と
く

解げ

会え

を
作な

し
、
遂
に
文
字
を
以
て
詩
を
為な

し
、
才
学
を
以
て
詩
を
為な

し
、
議
論
を
以
て
詩
を
為な

す
。

（
『
滄
浪
詩
話
』
詩
辨
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
嚴
羽
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

夫
豈
不
工
、
終
非
古
人
之
詩
也
。
蓋
於
一
唱
三
歎
之
音
、
有
所
歉
焉
。

夫そ

れ
豈あ

に
工
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
終つ

い

に
古
人
の
詩
に
非あ

ら

ざ
る
な
り
。
蓋け

だ

し
一
唱
三
歎
の
音
に
於お

い

て
、
歉け

ん

焉え
ん

た
る
所
有
り
。

（
『
滄
浪
詩
話
』
詩
辨
）

嚴
羽
の
主
張
は
、
一
面
的
で
あ
る
。
「
文
字
を
以
て
詩
を
為
す
」
と
は
古

人
の
い
わ
ゆ
る

「
書
袋
を
掉ふ

る

ふ

〔
掉
書
袋
〕
」（16

）こ
と
で
あ
り
、
上
手
に
す
る

の
が
容
易
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
措
い
て
論
じ
な
い
。
「
才

学
を
以
て
詩
を
為
し
、
議
論
を
以
て
詩
を
為
し
」
、
そ
し
て
同
時
に

「
一
唱

三
歎
の
音
」
を
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
何
が
良
く
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う

か
？
　
い
わ
ゆ
る

「
一
唱
三
歎
の
音
」
と
は
一
種
の
余
韻
の
こ
と
で
あ
り
、

古
代
の
批
評
家
の
い
わ
ゆ
る

「
味
外
の
味
」（
17
）で

あ
り
、
こ
れ
は
詩
人
が
必

ず
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
詩
は
散
文
で
は
な
く
、
作
品
の
長
さ
は
一

定
の
制
限
を
受
け
、
中
で
も
絶
句
は
わ
ず
か
二
十
字
あ
る
い
は
二
十
八
字

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
詩
人
は
創
作
の
過
程
で
精
錬
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
彼
の
完
成
品
は
一
種
の
提
示
に
と
ど
ま
り
、
後
は
読
者
に
よ
っ
て

吟
味
さ
れ
、
補
足
さ
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
一
唱
三
歎
」
で
あ
る
。
詩

人
の
仕
事
は

「
一
唱
」
で
あ
り
、
読
者
の
鑑
賞
は

「
三
歎
」
で
あ
る
。
そ

し
て
相
互
支
援
の
下
で
、
詩
の
創
作
が
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
才
学
を

以
て
詩
を
為
し
、
議
論
を
以
て
詩
を
為
し
」
て
も
、
提
示
の
意
義
に
注
意

で
き
ず
、
啓
発
の
作
用
が
な
け
れ
ば
、
絶
句
の
任
務
を
完
成
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ど
う
し
て

「
才
学
を
以
て
詩
を
為
し
、
議

論
を
以
て
詩
を
為
す
」
の
で
は
、
提
示
の
任
務
に
注
意
し
、
啓
発
の
作
用

を
完
成
す
る
こ
と
が
絶
対
に
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？

陸
游
の
絶
句
の
中
に
、
学
識
を
ひ
け
ら
か
し
た
箇
所
は
多
く
は
な
い

が
、
好
ん
で
議
論
を
発
す
る
。
し
か
し
議
論
を
発
す
る
中
で
、
そ
の
多
く

は
い
ず
れ
も
余
地
を
残
し
て
お
り
、
読
者
に
考
え
さ
せ
、
吟
味
さ
せ
た
後

で
、
更
に
作
者
の
意
図
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
て
い

る
。
こ
れ
は
正
に
唐
詩
の
範
囲
の
外
に
あ
っ
て
、
一
歩
を
進
め
る
試
み
で

あ
る
。

陸
游
は
、
自
己
の
運
命
に
甘
ん
じ
な
い
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
分
に

は
敵
を
打
ち
滅
ぼ
し
、
占
領
地
区
を
奪
回
す
る
策
略
が
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
あ
と
少
し
の
所
で
成
功
を
逃
し
た
た
め
に
、
生
涯
悔
恨
を
残
し
た
。

彼
は
詩
の
中
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。

北
望
中
原
涙
滿
巾

中
原
を
北
望
す
れ
ば

涙

巾
に
満
つ

黄
旗
空
想
渡
河
津

黄
旗

空む
な

し
く
想
ふ

河
津
を
渡
る
を
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丈
夫
窮
死
由
來
事

丈
夫

窮
死
す
る
は

由
来
の
事

要
是
江
南
有
此
人

要
す
る
は
是
れ

江
南
に
此
の
人
有
ら
ん
こ

と
を

『
詩
稿
』
巻
二
十

「
北
望
」（
18
）

こ
れ
は
、
一
首
の
概
括
的
な
詩
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

夢
裏
都
忘
困
晩
途

夢
裏

都す
べ

て
忘
る

晩
途
に
困く

る

し
む
を

縱
横
草
疏
論
遷
都

縦
横
に
疏
を
草
し
て

遷
都
を
論
ず

不
知
盡
挽
銀
河
水

知
ら
ず

尽
く

こ
と
ご
と

銀
河
の
水
を
挽ひ

く
と
も

洗
得
平
生
習
氣
無

平
生
の
習
気
を
洗
ひ
得
る
や
無い

な

や
を

『
詩
稿
』
巻
二

「
夢
を
記
す
」（
19
）

三
萬
里
河
東
入
海

三
万
里
の
河

東
の
か
た

海
に
入
り

五
千
仞
岳
上
摩
天

五
千
仞
の
岳

上

天
を
摩
す

遺
民
涙
盡
胡
塵
裏

遺
民
の
涙
は
尽
く

胡
塵
の
裏う

ち

南
望
王
師
又
一
年

南
の
か
た

王
師
を
望
ん
で

又
一
年

『
詩
稿
』
巻
二
十
五

「
秋
夜
将ま

さ

に
暁
な

あ
か
つ
き

ら
ん
と
し
、
籬
門
を
出い

で

て
涼

を
迎
へ
て
感
有
り（
20
）

公
卿
有
黨
排
宗
澤

公
卿

党
有
り
て
宗
沢
を
排
し

帷
握
無
人
用
岳
飛

帷
握

人
の
岳
飛
を
用も

ち

ゐ
る
無
し

遺
老
不
應
知
此
恨

遺
老

応ま
さ

に
此
の
恨
み
を
知
ら
ざ
ら
ん
も

亦
逢
漢
節
解
沾
衣

亦ま

た
漢
節
に
逢あ

へ
ば

衣
を
沾
す

う
る
お

を
解
す

同
巻

「
夜
范
至
能
の

『
攬
轡
録
』
を
読
む
に
、
言
ふ
な
ら
く
、
中

原
の
父
老

使
者
を
見
て
多
く
涕
を

な
み
だ

揮ふ
る

ふ
と
。
其
の
事
に
感
じ
て

絶
句
を
作
る
」（
21
）

七
十
衰
翁
臥
故
山

七
十
の
衰
翁

故
山
に
臥
す

鏡
中
無
復
舊
朱
顔

鏡
中

復ま

た
旧
朱
顔
無
し

一
聯
輕
甲
流
塵
積

一
聯
の
軽
甲

流
塵

積
も
り

不
爲
君
王
戍
玉
關

君
王
の
為た

め

に
玉
関
を
戍ま

も

ら
ず

『
詩
稿
』
巻
三
十

「
鏡
を
看み

る
」（
22
）

書
生
忠
義
與
誰
論

書
生
の
忠
義

誰
と
与と

も

に
か
論
ぜ
ん

骨
朽
猶
應
此
念
存

骨
朽
ち
る
と
も

猶
ほ
応ま

さ

に
此
の
念
存
す
べ

し

砥
柱
河
流
僊
掌
日

砥
柱
の
河
流

仙
掌
の
日

死
前
恨
不
見
中
原

死
す
る
前
に

恨
む
ら
く
は
中
原
を
見
ざ
る

を

『
詩
稿
』
巻
三
十
七

「
太
息
」（
23
）

衰
疾
縄
綿
短
鬢
疏

衰
疾

沈
綿
と
し
て

短
鬢

疏
な
り

凄
凉
袈
上
一
編
書

凄
凉
な
り

袈
上

一
編
の
書

中
原
久
陥
身
垂
老

中
原

久
し
く
陥お

ち

身
は
垂
老
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付
與
嚢
中
齋
蠧
魚

嚢
中
に
付
与
し
て

蠧
魚
を
飽
か
し
め
ん

『
詩
稿
』
巻
四
十
六

「
夏
日
雑
題
」（
24
）

陸
游
が
南
鄭

（
今
の
陝
西
省
漢
中
市
）
を
離
れ
た
後
、
前
線
で
の
生
活

は
、
折
に
ふ
れ
て
は
彼
に
回
想
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
彼
の

悔
恨
を
深
め
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。

淸
夢
初
回
秋
夜
闌

清
夢

初
め
て
回か

え

り

秋
夜

闌
な

た
け
な
わ

り

牀
前
耿
耿
一
燈
殘

床
前

耿
耿
と
し
て

一
灯

残
す

忽
聞
雨
掠
蓬
窗
過

忽
ち

た
ち
ま

聞
く

雨
の
蓬
窓
を
掠か

す

め
て
過
ぎ
る
を

猶
作
當
時
鐡
馬
看

猶
ほ

当
時
の
鉄
馬
と
作な

し
て
看み

る

『
詩
稿
』
巻
十
五

「
秋
雨
漸
く

よ
う
や

涼
し
く
、
興
元
を
懐お

も

ふ
有
り
」（
25
）

狼
煙
不
擧
羽
書
稀

狼
煙

挙あ

が
ら
ず

羽
書

稀ま
れ

な
り

幕
府
相
從
日
打
圍

幕
府

相
従
ひ
て

日
々
に
打
囲

だ

い

す

最
憶
定
軍
山
下
路

最
も
憶お

も

ふ

定
軍
山
下
の
路み

ち

亂
飄
紅
葉
滿
戎
衣

乱
れ
飄
る

ひ
る
が
え

紅
葉

戎
衣
に
満
つ
る
を

『
詩
稿
』
巻
三
十
四

「
懐
旧
」（
26
）

曾
從
征
西
十
萬
師

曽か
つ

て
従
ふ

征
西

十
万
の
師

白
頭
回
顧
只
成
悲

白
頭

回
顧
す
れ
ば

只た

だ
悲
し
み
を
成
す

雲
深
駱
谷
傳
烽
處

雲

深
し

駱
谷

ら
く
こ
く

伝
烽
の
処

と
こ
ろ

雪
密
脂
山
校
獵
時

雪

密
な
り

脂は

山ざ
ん

校
猟
の
時

『
詩
稿
』
巻
六
十

「
昔
に
感
ず
」（
27
）

失
敗
の
記
憶
は
、
た
だ
彼
の
疑
問
を
肥
大
さ
せ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
一

人
の
愛
国
詩
人
と
し
て
、
彼
は
国
家
の
前
途
を
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
彼
は
詩
の
中
で
も
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

百
戰
元
和
取
蔡
州

百
戦
し
て

元
和

蔡
州
を
取
る
も

如
今
胡
馬
飮
淮
流

如
今

胡
馬

淮
流
に
飲
す

和
親
自
古
非
長
策

和
親
は
古
よ

い
に
し
え

り
長
策
に
非
ず

誰
與
朝
家
共
此
憂

誰
か
朝
家
の
与た

め

に

此
の
憂
ひ
を
共
に
せ
ん

『
詩
稿
』
巻
二
十
一

「
估
客
に
蔡
州
よ
り
来き

た

れ
る
者
有
り
、
恨う

ら

み
を

感
じ
て
日
に
弥わ

た

る
」（
28
）

陸
游
の
絶
句
の
中
で
は
、
折
々
に
楽
観
主
義
的
な
輝
き
が
発
せ
ら
れ

る
。
南
鄭
の
前
線
で
は
も
と
よ
り
折
々
に
勝
利
の
予
感
が
あ
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
が
、
た
と
え
彼
が
前
線
を
離
れ
た
後
で
も
、
彼
は
依
然
と
し
て
消
極

的
で
頽
廃
的
な
思
想
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
時
と
な
く
積
極

的
で
楽
観
的
な
議
論
と
予
感
と
を
発
し
て
い
る
。
た
だ
敗
北
主
義
者
で
あ

っ
て
は
じ
め
て
自
分
の
失
敗
に
安
心
で
き
る
の
で
あ
り
、
楽
観
主
義
者
は

必
然
的
に
屈
服
に
甘
ん
じ
ず
、
失
敗
の
瀬
戸
際
で
勝
利
を
争
い
取
ろ
う
と

し
、
同
時
に
失
敗
の
中
に
も
、
や
が
て
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
勝
利
を
看
取
す

る
。
陸
游
は
南
鄭
に
い
た
時
に
、
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
い
る
。

翻訳　陸游の絶句

― 210 ―
（ 23 ）



梁
州
四
月
晩
鶯
啼

梁
州

四
月

晩
鴬

啼な

く

共
憶
扁
舟
罨
畫
溪

共と
も

に
憶お

も

ふ

扁
舟
も
て
画
渓
を
罨お

お

ふ
を

莫
作
世
間
兒
女
態

作な

す
莫な

か

れ

世
間
の
児
女
の
態

明
年
萬
里
駐
安
西

明
年

万
里

安
西
に
駐
せ
ん

『
詩
稿
』
巻
三

「
高
子
長
参
議
の
道
中
二
絶
に
和
す
」（
29
）

こ
の
詩
は
楽
観
主
義
的
な
精
神
が
充
満
し
、
思
惟
と
感
情
も
大
変
自
然

で
あ
る
。
し
か
し
南
鄭
を
離
れ
て
以
後
の
詩
か
ら
は
、
よ
り
一
層
彼
の
積

極
的
な
精
神
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
。

緑
縄
金
鎖
少
時
狂

緑
沈

金
鎖

少
時
の
狂

幾
過
秋
風
古
戰
場

幾い
く

た
び
か
過
ぐ

秋
風
の
古
戦
場

夢
裏
都
忘
膃
誌
遠

夢
裏

都す
べ

て
忘
る

膃
誌
の

び
ん
き
ょ
う

遠
き
を

萬
人
鼓
吹
入
平
凉

万
人
の
鼓
吹

平
凉
に
入
る

『
詩
稿
』
巻
十
一

「
建
安
遣
興
」（
30
）

金
尊
翠
杓
猶
能
醉

金
尊

翠
杓

猶
ほ
能
く
酔
ふ

狐
帽
貂
裘
不
怕
寒

狐
帽

貂
裘

寒
き
を
怕お

そ

れ
ず

安
得
衫
蠧
三
萬
匹

安
に

い
ず
く

か
衫
蠧

か
り
ゅ
う

三
万
匹
を
得
て

月
中
鼓
吹
渡
桑
乾

月
中
に
鼓
吹
し
て
桑
乾
を
渡
ら
ん

『
詩
稿
』
巻
十
三

「
湖
村
の
月
夕
」（
31
）

三
受
降
城
無
壅
城

三
受
降
城

壅
城
無
し

賊
來
殺
盡
始
還
營

賊
来き

た

れ
ば

殺
し
尽
く
し
て

始
め
て
営
に
還

る

漠
南
漠
北
靜
如
掃

漠
南

漠
北

静
か
な
る
こ
と
掃
け
る
が
ご
と

し

淸
夜
不
聞
胡
馬
聲

清
夜

胡
馬
の
声
を
聞
か
ず

『
詩
稿
』
巻
十
四

「
軍
中
雑
歌
」（
32
）

僵
臥
孤
村
不
自
哀

孤
村
に
僵
臥
す
る
と
も

自
ら

み
ず
か

哀
れ
ま
ず

尚
思
爲
國
戍
輪
臺

尚
ほ
思
ふ

国
の
為た

め

に
輪
台
を
戍ま

も

ら
ん
こ
と

を

夜
闌
臥
聽
風
吹
雨

夜

闌
た
け
な
わ

に
し
て

臥
し
て
風
の
雨
を
吹
く
を

聴
け
ば

鐡
馬
冰
河
入
夢
來

鉄
馬

氷
河

夢
に
入
り
来き

た

る

『
詩
稿
』
巻
二
十
六

「
十
一
月
四
日

風
雨
大お

お

い
に
作お

こ

る
」（
33
）

胸
中
十
萬
宿
貔
貅

胸
中

十
万

貔
貅

ひ
き
ゅ
う

を
宿
す

竜
纛
黄
旗
志
未
酬

竜そ
う

纛と
う

黄
旗

志

未
だ
酬む

く

ひ
ず

莫
笑
蓬
窗
白
頭
客

笑
ふ
莫な

か

れ

蓬
窓

白
頭
の
客

時
來
談
笑
取
幽
州

時
来き

た

ら
ば

談
笑
し
て

幽
州
を
取
ら
ん

『
詩
稿
』
巻
二
十
八

「
冬
夜

書
を
読
み
て
感
有
り
」（
34
）

当
然
こ
こ
で
我
々
は
、
陸
游
の
「
児
に
示
す
」（35

）を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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死
去
元
知
萬
事
空

死
し
去
れ
ば
元も

と

よ
り
知
る

万
事

空
し
と

但
悲
不
見
九
州
同

但た

だ
悲
し
む

九
州
の
同
じ
き
を
見
ざ
る
を

王
師
北
定
中
原
日

王
師

北
の
か
た

中
原
を
定
む
る
日

家
祭
無
忘
告
乃
翁

家
祭

忘
る
る
無
か
れ

乃
が

な
ん
じ

翁
に
告
ぐ
る
を

『
詩
稿
』
巻
八
十
五

こ
れ
は
最
後
の
一
首
で
あ
る
が
、
彼
の
生
命
が
す
で
に
最
後
の
一
瞬
に

到
達
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は

「
帝
王
の
軍
隊
が
北
方
の
中

原
を
平
定
す
る
日
」
が
訪
れ
る
こ
と
を
依
然
と
し
て
疑
わ
ず
、
依
然
と
し

て
積
極
的
で
あ
る
。
彼
は
腐
敗
し
た
社
会
の
中
で
何
度
も
失
敗
に
遭
遇
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
腐
敗
し
た
政
権
に
対
し
て
、
な
お
も
幻
想
を
寄
せ
続

け
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
中
国
の
人
民
が
失
敗
の
中
か

ら
身
を
翻
し
、
解
放
と
自
由
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
疑
わ

な
か
っ
た
。
彼
は
自
己
の
積
極
性
を
疑
わ
ず
、
ま
た
人
民
の
力
量
を
疑
わ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
人
の
絶
句
に
も
ま
た
議
論
を
有
す
る
も
の
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
？

　当
然
や
は
り
存
在
す
る
。
李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
の
「
永
王
東
巡

歌
」（
36
）は

、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

試
借
君
王
玉
馬
鞭

試
み
に
君
王
の
玉
馬
の
鞭
を
借
り

指
揮
戎
虜
坐
瓊
筵

戎
虜
を
指
揮
し
て

瓊
筵
に
坐
せ
し
め
ん

南
風
一
掃
胡
塵
靜

南
風

一
た
び
胡
塵
を
掃
ひ
静
め
な
ば

西
入
長
安
到
日
邊

西
の
か
た

長
安
に
入
り
て

日
辺
に
到
ら
ん

正
に
前
掲
の
陸
游
の
七
言
絶
句
と
同
じ
路
線
を
歩
ん
で
い
る
。
こ
こ
で

は
正
に

「
議
論
を
以
て
詩
を
為
す
」
こ
と
は
、
決
し
て
宋
人
か
ら
始
ま
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
や
は
り

「
近
代
の
諸
公
」
の

「
奇
特
解
會
」
で

も
な
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
同
様
に
我
々
は
ま
た
、
陸
游
の
あ
る
種
の

作
品
は
、
李
白
と
淵
源
が
相
通
じ
る
所
が
あ
る
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
当

時
の
人
々
は
彼
を

「
小
李
白
」
と
呼
ん
だ（
37
）が

、
そ
れ
に
は
や
は
り
一
定
の

理
由
が
あ
り
、
陸
游
が
一
家
を
成
し
た
後
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
呼

称
は
、
決
し
て
最
も
適
切
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

詩
中
に
議
論
を
帯
び
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
時
に
は
詩
の
現

実
主
義
的
な
意
義
を
強
化
し
さ
え
す
る
。
し
か
し
議
論
が
多
す
ぎ
た
り
、

あ
る
い
は
率
直
す
ぎ
た
り
す
る
と
、
こ
れ
は
必
然
的
に
詩
の
過
度
の
散
文

化
を
引
き
起
こ
す
。
散
文
は
散
文
で
あ
っ
て
、
詩
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

詩
句
の
率
直
さ
は
、
詩
の
病
弊
の
一
つ
で
あ
る
。
率
直
に
類
す
る
の
は
、

濫
調
で
あ
る
。
平
凡
な
字
句
を
あ
ま
り
に
多
く
用
い
過
ぎ
る
と
濫
調
と
な

り
、
美
的
な
情
感
を
提
示
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
読
者
の
嫌
悪

を
引
き
起
こ
す
。
陸
游
の
作
品
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
や
は
り
存

在
す
る
。

率
直
の
原
因
は
主
と
し
て
、
詩
人
の
思
い
が
あ
ま
り
に
性
急
で
あ
り
、

詩
句
が
鍛
練
を
経
て
お
ら
ず
、
口
を
つ
い
て
言
葉
が
出
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
詩
に
似
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

江
閣
欲
開
千
尺
象

江
閣

開
か
ん
と
欲
す

千
尺
の
象
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雲
龕
先
定
此
規
模

雲
龕

先
に
此
の
規
模
を
定
む

斜
陽
徙
倚
空
三
歎

斜
陽
に
徙
倚
し
て

空
し
く
三
歎
す

嘗
試
成
功
自
古
無

成
功
を
嘗
試
せ
る
は

古
よ

い
に
し
え

り
無
し

『
詩
稿
』
巻
三

「
能
仁
院
の
前
に
石
象
の
丈
余
な
る
有
り
。
蓋け

だ

し
大

像
を
作
り
し
時
の
様
な
ら
ん
」（
38
）

趙
魏
胡
塵
千
丈
黄

趙
魏

胡
塵

千
丈

黄
な
り

遺
民
膏
血
齋
豺
狼

遺
民
の
膏
血

豺
狼
を
飽
か
し
む

功
名
不
遣
斯
人
了

功
名

斯
の
人
を
し
て
了
せ
し
め
ず
ん
ば

無
奈
和
戎
白
面
郎

和
戎
の
白
面
郎
を
奈
と

い
か
ん

も
す
る
無
し

『
詩
稿
』
巻
十
七

「
海
首
座
の
侠
客
の
象
に
題
す
」（
39
）

巨
浸
稽
天
日
沸
騰

巨
浸

天
に
稽
し

日
々
に
沸
騰
す

九
州
人
死
若
丘
陵

九
州
の
人

死
す
る
こ
と

丘
陵
の
ご
と
し

一
朝
財
得
居
平
土

一
朝

財

平
土
に
居
る
を
得
な
ば

峻
宇
雕
墻
已
遽
興

峻
宇

雕
墻

已
に
遽に

わ

か
に
興
ら
ん

『
詩
稿
』
巻
五
十
一

「
夏
書
を
読
む
」（
40
）

こ
れ
ら
数
首
の
詩
か
ら
、
我
々
は
陸
游
の
憤
慨
を
看
取
す
る
。
隆
興
年

間

（
一
一
六
三
～
一
一
六
四
）
の
北
伐
が
、
少
し
試
み
ら
れ
た
だ
け
で
す

ぐ
に
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
。
乾
道
年
間

（
一
一
六

五
～
一
一
七
三
）
の
対
外
的
屈
服
と
戦
争
の
放
棄
に
対
し
て
。
と
り
わ
け

小
朝
廷
の
当
面
の
安
全
に
甘
ん
じ
る
姿
勢
と
太
平
の
粉
飾
に
対
し
て
。
彼

は
い
ず
れ
も
攻
撃
を
提
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
数
首
は
、
実
際
に
は
い

ず
れ
も
極
め
て
良
い
素
材
を
備
え
て
い
る
。
し
か
し
正
に
口
を
つ
い
て
言

葉
が
出
た
が
た
め
に
、
少
な
く
と
も
唐
詩
と
は
一
定
の
距
離
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
作
法
に
も
、
や
は
り
そ
の
来
源
が
あ
る
。
『
詩
經
・
小
雅
』
の
「
雨う

無
正

ぶ

せ

い

」
（
節
南
山
の
什
）
で
あ
る
。

哀
哉
不
能
言

哀か
な

し
き
哉か

な

言
ふ
能あ

た

は
ず

匪
舌
是
出

舌
の
是こ

れ
出か

が

め
る
に
匪あ

ら

ず

維
躬
是
瘁

維こ

れ
躬み

是こ

れ
瘁や

む

哿
矣
能
言

哿よ

き
矣か

な

能
言

巧
言
如
流

巧
言

流
る
る
が
ご
と
く

俾
躬
處
休

躬み

を
し
て
休
に

き
ゅ
う

処お

ら
し
む

ま
た
、
同
書
の

「
巷
伯

こ
う
は
く

」
（
同
前
）
で
あ
る
。

彼
譖
人
者

彼か

の
人
を
譖そ

し

る
者

誰
適
與
謀

誰
を
か
適
と

あ
る
じ

し
て
与と

も

に
謀は

か

れ
る

取
彼
譖
人

彼か

の
譖し

ん

人じ
ん

を
取
り
て

投
涌
豺
虎

豺
虎

さ

い

こ

に
投
げ
涌あ

た

へ
む

豺
虎
不
食

豺
虎

食く
ら

は
ず
ん
ば

投
涌
有
北

有
北

ゆ
う
ほ
く

に
投
げ
涌あ

た

へ
む

有
北
不
受

有
北

受
け
ず
ん
ば

投
涌
有
昊

有
昊

ゆ
う
こ
う

に
投
げ
涌あ

た

へ
む
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い
ず
れ
も
、
同
様
の
状
況
の
下
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
に
は
一
つ
の
重
要
な
違
い
が
あ
る
。
唐
詩
の
風
格
が
す
で
に
普
遍
的

な
承
認
を
得
た
後
で
は
、
読
者
は
非
常
に
安
易
に
唐
詩
の
尺
度
に
よ
っ
て

宋
詩
を
推
し
量
ろ
う
と
す
る
た
め
、
こ
の
こ
と
が
人
に
こ
れ
ら
の
詩
が
唐

詩
に
似
て
い
な
い
と
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

陸
游
の
絶
句
の
中
に
は
、
濫
調
も
ま
た
存
在
す
る
。
北
宋
の
邵

し
ょ
う

雍よ
う

（
一

〇
一
一
～
一
〇
七
七
）
の
作
品
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
詩
句
は
常
に
出
現

す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
は
格
言
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
処
世
訓
の
よ
う
で
も

あ
り
、
平
凡
な
字
句
の
中
で
、
何
ら
か
の
平
凡
な
道
理
を
説
い
て
い
る
。

陸
游
の
詩
集
の
中
に
も
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

走
馬
平
欺
刺
繍
坡

馬
を
走
ら
せ
て

平
ら
か
に
欺
く

あ
ざ
む

刺
繍
坡

放
船
横
截
亂
絲
渦

船
を
放
ち
て

横
さ
ま
に
截き

る

乱
糸
渦

從
來
倚
箇
心
平
穩

従
来

心
の
平
穏
な
る
に
倚よ

る
も

遇
險
方
知
得
力
多

険
に
遇
ひ
て
方ま

さ

に
知
る

力
を
得
る
こ
と
の

多
き
を

『
詩
稿
』
巻
三

「
戯
れ
に
題
す
」（
41
）

風
俗
陵
夷
日
可
憐

風
俗
の
陵
夷
せ
る
こ
と

日
々
に
憐
れ
む
べ

し

乞
庫
鉗
市
亦
欣
然

乞
庫

鉗
市

亦ま

た
欣
然
た
り

看
渠
皮
底
元
無
血

看み

よ

渠か
れ

の
皮
底
に
元
よ
り
血
無
し

那
識
虞

魯
仲
連

那な
ん

ぞ
識し

ら
ん

虞
卿
と
魯
仲
連
と
を

『
詩
稿
』
巻
二
十
四

「
俗
を
歎
ず
」（
42
）

暮
年
世
事
轉
悠
悠

暮
年
の
世
事

転う
た

た
悠
悠

攬
涕
凄
然
類
楚
囚

涕
を

な
み
だ

攬と

り

凄
然
と
し
て
楚
囚
に
類
す

不
道
渾
無
排
遣
處

道い

は
ず

渾す
べ

て
排
遣
す
る
処

と
こ
ろ

無
し
と

病
觀
周
易
悶
梳
頭

病
み
て
は
周
易
を
観み

悶も
だ

へ
て
は
頭

こ
う
べ

を
梳
る

く
し
け
ず

『
詩
稿
』
巻
三
十

「
懐お

も

ひ
を
遣や

る
」（
43
）

古
言
忍
字
似
而
非

古
言
の

「
忍
」
字
は
似
て
非
に
し
て

獨
有
痴
頑
二
字
奇

独ひ
と

り

「
痴
頑
」
の
二
字
の
奇
な
る
の
み
有
り

此
是
龜
堂
安
樂
法

此
れ
は
是
れ

亀
堂
の
安
楽
の
法
な
り

大
書
銘
座
更
何
疑

大
書
し
て
座
に
銘
し

更
に
何
を
か
疑
は
ん

『
詩
稿
』
巻
五
十
五

「
雑
感
」（
44
）

こ
の
他
に

「
隣
人
に
諭さ

と

す
」（
45
）三

首
が
あ
り
、
韻
律
の
面
で
ま
た
少
し
ば

か
り
の
変
化
が
あ
る
。
七
言
四
句
で
、
毎
句
押
韻
し
て
お
り
、
絶
句
の
中

の
柏
梁
体（
46
）と

な
っ
て
い
て
、
内
容
は
や
は
り
処
世
訓
で
あ
る
。

鄰
曲
存
米
當
共
舂

隣
曲

米
を
存
す
れ
ば

当ま
さ

に
共と

も

に
舂つ

く
べ
き

に

何
至
一
旦
不
相
容

何
ぞ
至
ら
ん

一
旦
に
し
て
相
容い

れ
ざ
る
に

爲
善
何
嘗
分
士
農

善
を
為
す
に

何
ぞ
嘗
て
士
農
を
分
か
た
ん

堯
民
皆
當
變
時
雍

尭
民

皆

当ま
さ

に
時
雍
に
変
ず
べ
し
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相
攻
本
出
忿
與
疑

相
攻
む
る
は

本
よ
り
忿い

か

り
と
疑
ひ

う
た
が

と
に
出い

づ

能
不
終
訟
固
已
奇

能
く
訟
を
終

へ
ざ
る
は

固も
と

よ
り
已す

で

に
奇
な

り

訟
端
可
窒
君
試
思

訟
端

窒ふ
さ

ぐ
べ
し

君

試
み
に
思

へ

歳
時
鄰
里
相
諧
嬉

歳
時

隣
里

相
諧
嬉
す
る
を

世
通
婚
姻
對
門
扉

世
々

婚
姻
を
通
じ
て

門
扉
を
対
し

禍
福
饑
齋
常
相
依

禍
福

飢
飽

常
に
相
依
る

忿
爭
得
直
義
愈
非

忿い
か

り
争
ひ
て
直
を
得
る
も

義
と
し
て
愈い

よ

々い
よ

非
な
り

不
如
一
醉
懷
牒
歸

如し

か
ず

一
酔
し
て

牒
を
懐い

だ

き
て
帰
ら
ん
に

は

『
詩
稿
』
巻
六
十
二

ど
う
し
て
陸
游
に
こ
の
よ
う
な
詩
句
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
若
年
の

作
と
し
て
、
我
々
は

「
戯
れ
に
題
す
」
一
首
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
そ
の

他
の
詩
は
い
ず
れ
も
晩
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
晩
年
の
作

と
こ
れ
ら
の
詩
は
類
似
の
点
が
大
変
多
く
、
こ
う
し
た
す
べ
て
は
当
然
た

だ

『
劍
南
詩
稿
』
の
編
年
か
ら
問
題
を
考
え
る
し
か
な
い（
47
）。

若
年
の
詩
は

陸
游
に
よ
っ
て
厳
選
さ
れ
て
お
り
、
「
戯
れ
に
題
す
」
の
存
在
は
、
も
し
か

す
る
と
彼
が
こ
の
詩
の
創
作
に
対
し
て
何
か
感
じ
る
所
が
あ
り
、
興
趣
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
詩
を
書
く
時
に
も
と
よ

り

「
戯
れ
に
題
」
し
た
か
ら
に
は
、
詩
を
選
ぶ
時
に
も
、
や
は
り

「
戯
れ

に
存
」
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
こ

れ
は
偶
然
の
例
外
で
あ
る
。
中
年
の
詩
は
陸
游
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
や
は
り
一
定
の
取
捨
選
択
が
あ
る
。
た
だ
晩
年
の
詩
だ
け

は
、
第
二
十
一
巻
以
後
は
陸り

く

子し

砌い
つ

（
陸
游
の
七
男
）
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、

機
械
的
に
百
篇
を
一
巻
と
し
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ど
の
よ
う

な
作
品
も
一
律
に
編
入
さ
れ
て
い
て
、
ま
っ
た
く
一
定
の
選
択
基
準
が
な

い
。
第
二
十
一
巻
～
第
六
十
八
巻
が
編
集
さ
れ
た
年
に
、
子
砌
は
わ
ず
か

に
二
十
八
歳
で
あ
り
、
詩
に
対
す
る
認
識
は
、
お
そ
ら
く
ま
だ
成
熟
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
陸
游
の
晩
年
の
濫
調
は
依
然
と
し

て
存
在
し
、
こ
こ
で
も
正
に
、
陸
游
が
晩
年
以
降
生
活
が
頽
廃
的
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
詩
句
の
中
で
も
時
と
な
く
率
直
の
病
弊
を
呈
す
る
こ
と
が
看
取

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
陸
游
の
絶
句
か
ら
、
唐
人
の
絶
句
の
特
長
を
彼
が
す
べ
て
保
存

し
て
お
り
、
そ
し
て
唐
人
が
到
達
し
な
か
っ
た
境
地
に
、
時
に
は
彼
も
十

分
に
到
達
で
き
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
現
実
主
義
の
光
は
、
彼
の
道
を

照
ら
し
出
し
た
。
陸
游
は
彼
の
時
代
を
見
、
大
衆
の
要
求
を
見
、
彼
の
作

品
に
人
民
の
要
求
を
如
実
に
反
映
し
た
。
陸
游
は
時
に
は
確
か
に

「
議
論

を
以
て
詩
を
為
す
」
道
を
歩
ん
だ
が
、
こ
の
道
は
元
来
唐
人
の
作
品
の
中

に
具
体
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
陸
游
の
独
創
で
は
な
く
、
し
か
も

そ
れ
を
多
く
運
用
し
た
時
に
は
、
か
え
っ
て
詩
の
内
容
を
豊
富
な
も
の
に

し
た
。
詩
は
芸
術
の
形
式
を
必
要
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
思
想
的
な
内
容

を
も
必
要
と
す
る
。
豊
富
な
感
情
と
熱
烈
な
要
求
と
を
有
し
、
し
か
も
優
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美
な
形
式
を
運
用
し
て
過
不
足
な
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
、

良
い
詩
と
な
る
の
で
あ
る
。
陸
游
の
絶
句
は
、
時
に
は
確
か
に
こ
の
よ
う

な
境
地
に
到
達
し
得
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
欠
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
の
長
所
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
さ
ほ
ど
重
要
な
問
題
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

〔
訳
者
補
注
〕

（1
）

「
五
雜
組
」

紹
熙
四
年
冬
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
。
其
一

「
五
雜
組
、
山
雉

羽
。
往
復
還
、
江
頭
路
。
不
得
已
、
貴
臣
去
」
。
其
二

「
五
雜
組
、
機
上
綺
。
往
復

還
、
冶
遊
子
。
不
得
已
、
富
兒
死
」
。
五
雜
組
ま
た
は
五
雜
俎
は
、
古
楽
府
の
名

前
。
三
言
六
句
か
ら
成
り
、
後
世
の
詩
人
が
模
倣
し
た
こ
と
に
よ
り
、
詩
歌
の
一

形
式
と
な
っ
た
。

（2
）

「
書
懷
」

錢
仲
聯

『
劍
南
詩
稿
校
注
』
は

「
書
懷
絶
句
」
に
作
る
。
紹
熙
二
年

夏
、
山
陰
に
て
。

（3
）

「
古
意
」

嘉
定
元
年
冬
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
。

（4
）

「
夜
歸
」

慶
元
元
年
春
、
山
陰
に
て
。

（5
）

「
六
言
」

淳
熙
十
年
十
一
月
、
山
陰
に
て
。
四
首
連
作
の
其
一
。

（6
）

『
河
岳
英
靈
集
』

書
名
。
三
巻
。
唐
の
殷
木
編
。
常
連
ら
二
十
四
人
の
詩
お
よ

そ
二
百
三
十
四
首
を
収
録
す
る
。
三
巻
を
以
て
上
・
中
・
下
の
三
品
に
分
か
つ
。
各

詩
人
の
姓
名
の
下
に
品
題
が
あ
り
、
総
集
の
評
語
が
あ
る
の
は
、
こ
の
書
か
ら
始

ま
る
。

（7
）

羚
羊
掛
角
　
羚
羊
は
大
き
な
角
の
あ
る
羊
に
似
た
動
物
で
、
よ
く
角
を
木
に
引

っ
掛
け
て
ぶ
ら
下
っ
て
眠
り
、
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
も
足
跡
が
知
れ
な
い
と
い

う
。

（8
）

「
劍
門
道
中
遇
微
雨
」

乾
道
八
年
十
一
月
、
南
鄭
か
ら
成
都
に
赴
く
道
中
、
剣

門
に
て
。

（9
）

「城
北
青
蓮
院
方
丈
壁
間
有
畫
燕
子
者
過
客
多
題
詩
予
亦
戲
作
二
絶
句
」
　
淳
熙

四
年
七
、
八
月
、
成
都
に
て
。
二
首
連
作
の
其
二
。

（10
）

「
小
雨
極
涼
舟
中
熟
睡
至
夕
」

淳
熙
五
年
五
月
、
成
都
よ
り
帰
還
の
道
中
、
巴

陵
の
江
中
に
て
。

（11
）

「
夏
日
晝
寝
夢
游
一
院
闃
然
無
人
簾
影
滿
堂
惟
燕
甅
箏
弦
有
聲
覺
而
聞
鐡
鐸
風

響
摸
然
殆
所
夢
也
邪
因
得
絶
句
」

淳
熙
七
年
五
月
、
撫
州
に
て
。

（12
）

「
初
冬
雜
題
」

淳
熙
十
一
年
冬
、
山
陰
に
て
。
六
首
連
作
の
其
二
。

（13
）

「
聞
新
雁
有
感
」

嘉
定
元
年
秋
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
の
其
二
。

（14
）

奇
特
解
會
　
特
別
で
、
一
風
変
わ
っ
た
解
釈
。
禅
語
に
由
来
す
る
。

（15
）

歉
焉
　
不
十
分
で
満
足
で
き
な
い
こ
と
。

（16
）

掉
書
袋
　
詩
文
を
作
る
際
に
、
書
物
か
ら
得
ら
れ
た
知
識
を
傾
注
す
る
こ
と
。

（17
）

味
外
味
　
口
で
は
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
味
。
詩
文
の
意
味
の
深
く
窮
ま
り

な
い
こ
と
。

（18
）

「
北
望
」

淳
熙
十
五
年
冬
、
山
陰
に
て
。

（19
）

「
記
夢
」

乾
道
七
年
正
月
、
後
州
に
て
。

（20
）

「
秋
夜
將
曉
出
籬
門
迎
涼
有
感
」

紹
熙
三
年
秋
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
の
其

二
。

（21
）

「
夜
讀
范
至
能
攬
轡
録
言
中
原
父
老
見
使
者
多
揮
涕
感
其
事
作
絶
句
」

紹
熙
三

年
冬
、
山
陰
に
て
。

（22
）

「
看
鏡
」

紹
熙
五
年
夏
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
の
其
二
。

（23
）

「
太
息
」

慶
元
四
年
秋
、
山
陰
に
て
。
四
首
連
作
の
其
二
。

（24
）

「
夏
日
雜
題
」

嘉
泰
元
年
夏
、
山
陰
に
て
。
八
首
連
作
の
其
八
。

（25
）

「
秋
雨
漸
涼
有
懷
興
元
」

淳
熙
十
年
八
月
、
山
陰
に
て
。
三
首
連
作
の
其
三
。

（26
）

「
懷
舊
」

慶
元
二
年
春
、
山
陰
に
て
。
六
首
連
作
の
其
三
。

（27
）

「
感
昔
」

嘉
泰
四
年
冬
、
山
陰
に
て
。
七
首
連
作
の
其
五
。

（28
）

「
估
客
有
自
蔡
州
來
者
感
悵
彌
日
」

紹
熙
元
年
春
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
の

其
二
。

（29
）

「
和
高
子
長
參
議
道
中
二
絶
」

乾
道
八
年
四
月
、
南
鄭
に
て
。
二
首
連
作
の
其

一
。

（30
）

「
建
安
遣
興
」

淳
熙
六
年
五
月
、
建
安
に
て
。
六
首
連
作
の
其
五
。
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（31
）

「
湖
村
月
夕
」

淳
熙
八
年
九
月
、
山
陰
に
て
。
四
首
連
作
の
其
三
。

（32
）

「
軍
中
雜
歌
」

淳
熙
十
年
五
月
、
山
陰
に
て
。
八
首
連
作
の
其
一
。

（33
）

「
十
一
月
四
日
風
雨
大
作
」

紹
熙
三
年
冬
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
の
其
二
。

（34
）

「
冬
夜
讀
書
有
感
」

紹
熙
四
年
冬
、
山
陰
に
て
。
二
首
連
作
の
其
二
。

（35
）

「
示
兒
」

嘉
定
二
年
冬
十
二
月
、
山
陰
に
て
。
こ
の
詩
は
原
文
に
は
引
用
さ
れ

て
い
な
い
が
、
読
者
の
便
宜
を
考
え
、
本
文
中
に
引
用
し
た
。

（36
）

李
白

「
永
王
東
巡
歌
」

十
一
首
連
作
の
其
十
一
。
『
李
太
白
全
集
』
（
一
九
七
七

年
九
月
、
中
華
書
局
）
巻
八
。

（37
）

『
鶴
林
玉
露
』
甲
編
巻
四
、
陸
放
翁
　
陸
務
觀
、
農
師
之
孫
、
有
詩
名
。
壽
皇
嘗

謂
周
益
公
曰
、
「
今
世
詩
人
亦
有
如
李
太
白
者
乎
？
」
益
公
因
薦
務
觀
、
由
是
擢

用
、
賜
出
身
爲
南
宮
舎
人
。

（38
）

「
能
仁
院
前
有
石
象
丈
餘
蓋
作
大
像
時
樣
也
」

乾
道
九
年
夏
、
嘉
州
に
て
。

（39
）

「
題
海
首
座
侠
客
象
」

淳
熙
十
一
年
冬
、
山
陰
に
て
。

（40
）

「
讀
夏
書
」

嘉
泰
二
年
夏
、
山
陰
に
て
。

（41
）

「
戲
題
」

乾
道
八
年
春
、
梁
山
に
て
。

（42
）

「
歎
俗
」

紹
熙
三
年
春
、
山
陰
に
て
。

（43
）

「
遣
懷
」

紹
熙
五
年
冬
、
山
陰
に
て
。

（44
）

「
雜
感
」

嘉
泰
三
年
秋
、
山
陰
に
て
。
四
首
連
作
の
其
二
。

（45
）

「
諭
鄰
人
」

開
禧
元
年
秋
、
山
陰
に
て
。
三
首
連
作
。

（46
）

柏
梁
体
　
漢
の
武
帝
及
び
そ
の
臣
下
た
ち
に
よ
る
、
「
柏
梁
臺
聯
句
」
の
体
裁
。

ま
た
、
そ
の
体
裁
に
よ
る
作
品
。
七
言
一
句
で
、
毎
句
押
韻
す
る
の
が
通
例
。

（47
）

村
上
哲
見
氏
の
論
文

「
陸
游

『
剣
南
詩
稿
』
の
構
成
と
そ
の
成
立
過
程
」
参
照
。

初
出
は
一
九
八
三
年
十
月
、
汲
古
書
院
発
行

『
小
尾
博
士
古
稀
記
念
中
国
学
論

集
』
。
一
九
九
四
年
三
月
、
汲
古
書
院
発
行
、
村
上
哲
見
著

『
中
国
文
人
論
』
（
汲

古
選
書
12
）
所
収
。
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