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心
情
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
６
）

『
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
』　
　
王
　
維

　
　
自
然
派
の
詩
人　
望
郷
を
詠
う

　　
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟　
　
　
王　
維

獨
在
異
鄕
爲
異
客　
獨ひ

と

り
異い

鄕き
ょ
う

に
在あ

り
て
異い

客か
く

と
爲な

り

毎
逢
佳
節
倍
思
親　
佳か

節せ
つ

に
逢あ

う
毎ご

と

に
倍

ま
す
ま
す

親お
や

を
思お

も

う

遙
知
兄
弟
登
高
處　
遙は

る
か

に
知し

る
兄け

い

弟て
い

高た
か

き
に
登の

ぼ

る
處と

こ
ろ

徧
挿
茱
萸
少
一
人　
徧
く
茱し

ゅ

萸う

を
挿さ

し
て
一い

ち

人に
ん

を
少か

く
を

　
唐
代
三
大
詩
人
の
一
人
で
詩
仏
と
い
わ
れ
た
王
維
は
六
九
九
年
山

西
省
太た

い

原げ
ん

で
生
ま
れ
た
。
尚し

ょ
う

書し
ょ

右ゆ
う

丞じ
ょ
う

と
し
て
宮
廷
に
仕
え
宮
廷
詩
人

と
し
て
名
を
な
し
、
詩
は
李
白
（
詩
仙
）、
杜
甫
（
詩
聖
）
と
な
ら

び
称
さ
れ
た
。
李
白
よ
り
二
歳
上
、
杜
甫
よ
り
十
三
歳
上
で
あ
る
。

　
家
柄
は
代
々
地
方
の
長
官
を
務
め
て
い
た
。
当
時
こ
の
様
な
家
柄

の
人
は
都
へ
出
て
科
挙
の
試
験
を
受
け
資
格
を
と
ら
ね
ば
出
世
は
出

来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
王
維
も
十
五
歳
で
都
へ
出
て
今
で
い
う
受
験

勉
強
を
し
な
が
ら
二
十
一
歳
で
合
格
し
た
。
表
題
の
詩
は
十
七
歳
の

時
、
一
人
旅
の
身
空
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
当

時
は
現
代
の
よ
う
に
個
人
の
本
（
詩
集
）
を
出
す
と
い
う
様
な
時
代

で
は
も
ち
ろ
ん
無
い
。
自
分
の
作
っ
た
詩
を
持
ち
歩
い
て
、
し
か
る

べ
き
人
物
に
見
て
貰
う
、
温お

ん

巻か
ん

（
懐ふ

と
こ
ろへ
入
れ
て
い
る
か
ら
温
ま
っ
て

い
る
巻
き
物
）
と
い
う
方
法
で
詩
人
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
と
い
う

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
人
生

　
王
維
の
詩
は
自
然
の
美
と
自
然
に
と
け
こ
ん
だ
人
間
の
楽
し
さ
を

詠
じ
、
中
国
自
然
詩
の
最
高
の
詩
人
と
賞
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

阿
倍
仲
麻
呂
が
唐
の
朝
廷
で
秘
書
官
と
し
て
仕
え
て
い
た
時
、

王
維
も
宮
廷
に
仕
え
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
阿
倍
仲

麻
呂
が
帰
国
す
る
時
（
実
際
は
海
上
で
暴
風
雨
に
遭
い
現
代
の
ベ

ト
ナ
ム
の
北
海
岸
に
漂
着
し
帰
国
で
き
な
か
っ
た
）
百
官
の
送
別

の
宴
の
席
上
で
、「
送
秘
書
晁ち

ょ
う

監か
ん

還
日
本
國
（
秘
書
晁
監
の
日
本
國

へ
還
る
を
送
る
）」
と
い
う
切
々
た
る
別
離
の
情
の
詩
を
作
っ
て
い

る
。
自
然
を
愛
す
る
に
通
じ
る
や
さ
し
い
気
持
ち
の
持
ち
主
で
も

あ
っ
た
。

　

王
維
は
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
。
宋そ

う

之し

問も
ん

｛
？
〜
七
一
三
年
）

の
別
荘
だ
っ
た
所
を
宋
之
問
が
亡
く
な
っ
た
後
、
荒
れ
た
ま
ま
だ
っ

た
の
を
買
っ
て
、手
入
れ
し
そ
こ
で
悠
々
自
適
の
生
活
を
楽
し
ん
だ
。

都
の
東
南
に
藍ら

ん

田で
ん

山さ
ん

が
あ
り
、
輞も

う

川せ
ん

と
い
う
川
の
流
れ
が
あ
る
の

で
、
藍
田
山
荘
、
又
は
輞
川
荘
と
い
う
。
夫そ

れ

々ぞ
れ

す
ば
ら
し
い
自
然
の

趣
が
あ
る
二
十
景
が
あ
り
、
日
々
役
人
と
し
て
出
廷
し
休
み
の
日
に
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は
詩
を
作
っ
た
り
、
画
を
描
い
た
り
、
気
の
合
う
友
人
と
酒
を
斟
み

交
わ
し
て
暮
ら
し
た
。

　
中
国
自
然
詩
の
最
高
の
詩
人
と
い
わ
れ
る
す
ば
ら
し
い
四
百
詩
も

の
詩
は
、
こ
の
自
然
の
中
の
輞
川
荘
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
テ
キ

ス
ト
Ａ
五
四
―
二　
竹
里
館
も
そ
の
名
詩
で
あ
る
。

　
画
も
名
手
で
山
水
画
を
得
意
と
し
、
南
画
の
元
祖
と
し
て
崇あ

が

め
ら

れ
て
い
る
。

大
志
を
抱
い
て

都
へ
出
る

　
王
維
は
十
五

歳
で
科
挙
の
試

験
を
受
け
る
べ

く
一
人
で
都
へ

出
た
。
日
々
真

面
目
に
勉
強
に

励
ん
だ
の
も
そ

の
胸
の
中
は
科

挙
の
試
験
に
合

格
し
、
立
派
な

役
人
に
な
る
願

望
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ

し
て
一
年
が
過
ぎ
二
年
が
過
ぎ
三
年
目
を
迎
え
た
秋
の
重ち

ょ
う

陽よ
う

の
節

句
に
「
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
」
の
詩
を
詠
ん
だ
。
時
に
十
七
歳

の
作
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　

　

た
っ
た
独
り
故
郷
か
ら
離
れ
た
土
地
で
よ
そ
者
と
し
て
滞
在
し

て
い
る
が
重
陽
の
節
旬
に
逢
う
度
に
、
ひ
と
し
お
故
郷
の
親
、
兄

弟
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
き
っ
と
今
日
は
親
、
兄
弟
が

み
ん
な
そ
ろ
っ
て
、
あ
の
小
山
に
登
っ
て
る
だ
ろ
う
ナ
ア
（
い
つ

も
の
様
に
菊
酒
を
く
み
、
家
族
の
無
事
息
災
を
念
じ
て
い
る
だ
ろ

う
ナ
ア
）

　

み
ん
な
一
様
に
茱し

ゅ

萸ゆ

を
髪
に
さ
し
て
団
楽
し
て
い
る
だ
ろ
う

が
、
た
だ
一
人
欠
け
て
い
る
者
の
こ
と
を
思
い
話
し
合
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。

九
月
九
日
…
重
陽
の
節
句
（
奇
数
は
陽
数
で
陽
数
の
一
番
大
き
な

数
は
九
、九
（
陽
）
が
重
な
る
の
で
重
陽
と
い
う
。）

こ
の
日
は
陽
気
が
発
散
す
る
か
ら
、
邪
気
も
発
散
す

る
と
さ
れ
、
邪
気
を
お
さ
え
る
為
の
一
つ
の
行
事
と

し
て
高
い
と
こ
ろ
に
登
る
風
習
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

菊
の
花
び
ら
を
泛
か
べ
た
菊
酒
を
飲
ん
だ
。
菊
は
悪

い
も
の
を
除
く
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
又
茱
萸

を
（
赤
い
実
で
ぐ
み
に
似
て
い
る
が
、
ぐ
み
で
は
な

く
山
椒
の
一
種
）
身
に
つ
け
た
。
茱し

ゅ

萸ゆ

は
邪
気
を
払

う
と
さ
れ
て
い
る
。
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山
　
　
東
…
詩
題
の
山
東
は
、
山
の
東
に
い
る
兄
弟
達
の
こ
と
を

憶
っ
て
作
っ
た
と
い
う
意
で
、
山
東
省
で
は
な
い
と

石
川
忠
久
先
生
は
解
説
さ
れ
て
い
た
。「
王
維
は
山
西

省
の
生
ま
れ
、
山
東
は
崤こ

う

山
以
東
の
地
、
今
の
山
西
・

河
北
・
河
南
・
山
東
の
各
省
は
山
東
に
あ
た
る
」
と

し
た
説
も
あ
る
が
、
王
維
が
独
り
異
郷
で
、
あ
の
山

の
東
に
故
郷
が
あ
る
と
い
つ
も
山
を
眺
め
て
い
た
に

相
違
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

鑑　
賞

　

前
に
も
記
し
た
通
り
こ
の
詩
は
王
維
が
十
七
歳
の
作
で
あ
る
。

十
五
歳
で
都
へ
出
て
来
だ
の
だ
か
ら
、
今
三
回
目
の
重
陽
の
節
句

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
未
だ
年
端
も
い
か
ぬ
王
維
が
親
も
と
を
離

れ
た
暮
ら
し
の
日
々
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
家
、
肉
親
、
山
河
な
ど
、

き
っ
と
恋
し
く
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
二
年
余
り
異
郷
に
い

て
日
々
の
故
郷
を
恋
う
る
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、

じ
ー
ん
と
胸
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
十
四
歳
ま
で
は
重
陽
の

節
句
に
は
親
、
兄
弟
と
一
緒
に
小
山
に
登
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の

あ
れ
や
、
こ
れ
や
の
話
題
、
又
親
や
兄
弟
の
そ
の
時
の
姿
が
浮
か

ん
で
く
る
。
今
年
も
き
っ
と
変
わ
ら
ぬ
様
子
で
小
山
に
登
っ
て
い

る
だ
ろ
う
が
、
た
だ
一
人
欠
け
て
い
る
者
の
こ
と
を
話
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
と
り
も
な
お
さ
ず
た
だ
一
人
は
王
維
の
こ
と
で
あ
る
。

き
っ
と
親
兄
弟
は
自
分
の
こ
と
を
案
じ
、
健す

こ

や
か
さ
を
願
っ
て
い

て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
王
維
が
詠
ん
だ
望
郷
の
こ
の
す
ば
ら
し

い
詩
は
肉
親
の
情
を
詠
ん
だ
名
詩
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
王
維
に

は
縉し

ん

・　

・
紘こ

う

・
紞た

ん

の
四
人
の
弟
と
ほ
か
に
何
人
か
の
妹
も
含
め

て
の
大
家
族
で
あ
っ
た
が
、
中
で
も
王
縉
は
後
年
、
代
宗
朝
の
宰

相
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

起
句
は
「
獨
在
異
郷
爲
異
客
」
み
ご
と
な
詠
い
出
し
で
「
異
郷
」

と「
異
客
」の「
異
」の
文
字
を
二
度
用
い
る
法
は
一
人
心
細
い
日
々

を
送
っ
て
い
た
様
子
を
う
ま
く
表
現
す
る
の
に
効
果
を
上
げ
て
い

る
。
こ
の
寂
寥
感
は
第
二
句
の
「
倍
思
親
」
へ
と
傾
斜
す
る
。
都

長
安
で
の
節
句
の
賑
い
の
華
や
か
さ
の
中
で
、
い
っ
そ
う
の
孤
独

を
か
み
し
め
る
若
者
は
、
そ
の
思
い
を
は
る
か
遠
い
わ
が
家
へ
と

は
せ
て
ゆ
く
。「
倍
」
の
一
語
は
こ
の
心
理
の
表
現
と
し
て
妙
を

得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
何
回
読
ん
で
も
こ
の
す
ば
ら
し
い
句
に

心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
。（
詩
情
を
高
め
る
た
め
下
三
字「
爲
異
客
」

で
踏
み
落
と
し
で
あ
る
）　

　

起
句
の
「
獨
」
が
詠
い
出
し
、
結
句
の
「
一
人
」
が
詩
の
終
わ

り
で
こ
れ
も
み
ご
と
な
詩
で
、
家
族
そ
ろ
っ
て
小
高
い
丘
に
登
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
は
食
べ
物
が
握
ら
れ
て
あ
の
話
こ
の
話
と
話
題

は
尽
き
ず
、
笑
い
声
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ふ
と
、

王
維
は
そ
の
中
に
自
分
が
居
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
い
ず
れ
に
し

て
も
回
想
と
一
人
だ
け
足
り
な
い
と
い
う
現
実
と
を
織
り
込
ん
だ

こ
の
手
法
は
一
見
何
で
も
な
い
よ
う
だ
が
、
詩
作
の
上
で
誰
に
で

も
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。

せ
ん
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