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こ
ろ
が
も
う
夕
方
に
は

か
の
遠
い
八
千
里
も
あ

る
潮
州
に
左
遷
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
私
が
こ
の
表
を
奉
っ

た
の
は
、
聖
明
な
天
子

の
た
め
に
「
仏
骨
を
祀

る
」
と
い
う
曲
が
っ
た

こ
と
を
除
こ
う
と
お

も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
死
罪
に
な
ろ
う
と
も
、
ど
う
し
て
老

い
さ
ら
ば
え
た
身
を
も
っ
て
残
り
の
年
月
を
惜
し
も
う
か
、
い
や
思

わ
な
い
。　

秦
嶺
山
脈
に
は
雪
が
横
た
わ
っ
て
我
が
家
は
ど
の
辺
り
に
あ
る
か
分

か
ら
な
い
。
藍
田
の
関
所
に
は
雪
が
い
っ
ぱ
い
積
も
っ
て
馬
が
動
け

な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
お
ま
え
が
遠
く
こ
こ
ま
で
追
っ
て
来
た
の
は
き
っ
と
何
か
訳
が
あ

る
の
だ
ろ
う
、
願
う
こ
と
は
私
の
骨
を
あ
の
毒
ガ
ス
の
立
ち
こ
め
る

川
の
ほ
と
り
で
拾
っ
て
お
く
れ
。

　
瘴
江
に
は
文
字
通
り
毒
気
に
よ
る
風
土
病
が
あ
り
、
北
の
人
間
が

南
方
に
行
く
と
、
そ
の
病
気
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
自
分
も

　
潮
州
に
行
け
ば
生
き
て
帰
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
お
ま
え
は
最
後
の

名
残
り
を
惜
し
み
に
来
て
く
れ
た
の
だ
。

　
そ
の
年
の
十
一
月
、　

は
潮
州
の
刺
史
か
ら
袁
州
の
刺
史
に
転
じ

ま
し
た
。
翌
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
正
月
、
憲
宗
は
に
わ
か
に
崩

じ
ら
れ
、
第
三
子
、
穆ぼ

く

宗そ
う

が
即
位
し
ま
し
た
。
九
月
に
は　
は
国
子

祭
酒
（
国
立
大
学
総
長
）
と
し
て
長
安
に
呼
び
戻
さ
れ
ま
し
た
。
皇

帝
の
崩
御
が　
に
幸
い
し
、し
か
も
流る

謫た
く

の
原
因
と
な
っ
た
上
奏
は
、

の
ち
の
ち
「
皇
帝
に
逆
ら
っ
て
仏
骨
を
焼
き
捨
て
る
と
い
っ
た
カ
ミ

ナ
リ
オ
ヤ
ジ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
〝
硬
骨
漢
〞
ぶ
り
が　

の
地
位
を
築
く
の
に
大
い
に
役
立
ち
ま
し
た
。
穆
宗
即
位
の
翌
年
は

長
慶
と
改
元
さ
れ
、
七
月
に
は　
は
兵
部
侍
郎
（
防
衛
省
次
官
）
に

転
出
し
ま
し
た
。
五
十
四
歳
で
し
た
。
翌
二
年
九
月
に
吏
部
侍
郎（
人

事
院
副
総
裁
）
に
転
じ
、
三
年
六
月
、
京
兆
尹
兼
御
史
太
夫
（
検
事

総
長
）
と
な
り
、
十
月
に
吏
部
侍
郎
に
復
し
ま
し
た
。
長
慶
四
年
に

没
し
、
年
五
十
六
歳
で
し
た
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ(

13)

『
易
水
送
別
』　
　
駱
　
賓
王

　
　
義
を
負
う
て
死
地
に
向
か
う
親
友
を
思
う

　
易
水
送
別

此
地
別
燕
丹　
此
の
地
燕え

ん

丹た
ん

に
別
る

壮
士
髪
衝
冠　
壮
士
髪は

つ

冠
を
衝つ

く

昔
時
人
已
没　
昔せ

き

時じ

人
已
に
没
し

秦嶺山
脈

秦嶺山
脈

長
安 藍

田
藍
田

洞
庭
湖

潮
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今
日
水
猶
寒　
今
日
水
猶
寒
し

　
意　
解

　

 

易
水
で
の
別
れ

　
（
君
を
送
る
）
こ
の
易
水
こ
そ
、
そ
の
昔
荊け

い

軻か

が
燕
の
太
子
丹
と

別
れ
た
と
こ
ろ
だ
。（
そ
の
と
き
）
壮
士
荊
軻
の
髪
は
悲
憤
慷
慨
の

た
め
逆
立
っ
て
、
冠
を
突
き
上
げ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
（
こ
の
故
事
に
ま
つ
わ
る
）
昔
の
人
は
、
皆
あ
と
か
た
も
な
く
消

え
失
せ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
日
も
な
お
易
水
は
昔
の
ま
ま
寒
々
と
流

れ
て
い
る
。

漢
詩
の
背
景

　
こ
の
詩
を
理
解
す
る
に
は
紀
元
前
の
戦
国
時
代
末
期
に
遡
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
戦
国
策
」や「
史
記
」か
ら
要
点
を
紹
介
し
ま
す
。

・
秦
の
王
政
と
燕
の
太
子
丹
の
交
わ
り

　
当
時
強
国
と
な
っ
て
頭
角
を
現
わ
し
た
の
は
秦
で
あ
る
。
秦
の
国

策
は
天
下
制
覇
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
隣
国
の
韓
、
魏
、
趙
な
ど
を

攻
め
、領
地
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
紀
元
前
二
四
六
年
に
秦
王
政（
の

ち
始
皇
帝
）
が
即
位
し
て
か
ら
秦
は
遠
方
の
燕
に
ま
で
侵
略
し
よ
う

と
し
た
。
燕
は
そ
れ
ま
で
の
友
好
を
保
つ
た
め
王
政
の
要
求
ど
お
り

皇
太
子
の
丹
を
人
質
と
し
て
秦
に
送
っ
た
。
実
は
そ
れ
以
前
に
二
人

は
幼
馴
染
で
あ
っ
た
。
少
年
時
代
に
出
身
国
こ
そ
違
う
が
趙
の
国
で

人
質
と
し
て
苦
労
を
共
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
関
係
か

ら
丹
は
人
質
と
は
い
え
、
秦
へ
行
っ
て
も
相
応
の
待
遇
が
あ
る
も
の

と
期
待
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
王
政
は
個
人
的
友
好
を
顧
み
ず
、
そ

の
処
遇
は
冷
厳
な
も
の
で
あ
っ
た
。
運
よ
く
秦
を
脱
出
し
た
丹
は
当

然
復
讐
に
燃
え
る
が
、
相
手
は
大
国
で
あ
る
。

・
丹
の
王
政
へ
の
報
酬
は
暗
殺

　

丹
は
個
人
的
な
恨
み
だ
け
で
は
な
く
、
秦
の
、
弱
小
国
へ
の
傲

慢
な
介
入
ぶ
り
も
理
由
と
な
っ
て
王
政
暗
殺
を
企
て
た
。
そ
の
刺

客
に
選
ば
れ
た
の
が

荊
軻
と
い
う
人
物
で

あ
る
。
彼
は
丹
の
熱

意
に
負
け
て
「
秦
の

脱
国
者
樊は

ん

於お
う

期き

の
首

と
督と

く

亢こ
う

の
広
大
な
土

地
」
を
手
土
産
と
し

て
赴
く
こ
と
を
決
意

し
た
。
出
発
す
る
荊

軻
を
燕
の
国
境
で
あ

る
易
水
で
見
送
っ
た

丹
た
ち
官
僚
の
衣
は

白
装
束
で
あ
っ
た
と

い
う
。

戦国時代の国家（□は戦国七雄）

　目次へもどる▲　次ページへ▲



― 49 ―

・
荊
軻
の
勇
気

　
送
る
方
も
送
ら
れ
る
方
も
今
生
の
別
れ
で
あ
る
。
虎
の
前
に
出
る

羊
の
よ
う
な
も
の
。
荊
軻
は
次
の
詩
句
を
残
し
て
出
国
し
た
。

　
風
蕭し

ょ
う

蕭し
ょ
う

と
し
て
易
水
寒
し

　
壮
士
一ひ

と

度た
び

去
っ
て
復
還
ら
ず

・
荊
軻
そ
の
後

　
荊
軻
は
手
土
産
の
上
地
を
示
す
地
図
を
王
の
前
で
広
げ
る
や
い
な

や
、
そ
の
紙
に
隠
し
く
る
ん
で
い
た
匕あ

い

首く
ち

で
一
気
に
王
政
の
命
を
奪

う
計
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
匕
首
は
王
政
の
胸
に
届
か
ず
暗
殺
は
失

敗
す
る
。
当
然
荊
軻
は
そ
の
場
で
切
り
捨
て
ら
れ
た
。

鑑　
賞　

　
作
者
賓
王
の

思
い
は
誰
に

　

こ
の
詩
を
鑑

賞
す
る
に
は
、

非
運
の
刺
客
荊

軻
を
追
慕
す
る

易
水
の
故
事
を

十
分
認
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
一
方
作

者
と
そ
の
時
代
に
も
思
い
を
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
賓

王
の
初
唐
時
代
は
悪
名
高
き
則
天
武
后
の
治
世
で
あ
る
。
語
る
に

あ
ま
る
権
力
猛
者
の
武
后
を
滅
ぼ
さ
ん
と
す
る
将
軍
の
徐
敬
業
（
ま

た
は
李
敬
業
）
が
乱
を
企
て
る
と
聞
く
や
、
そ
の
幕
僚
と
な
っ
た

作
者
は
彼
の
た
め
に
檄げ

き

文ぶ
ん

を
書
き
、
天
下
に
武
后
の
非
道
を
知
ら

し
め
ん
と
し
た
。
そ
の
戦
の
中
で
徐
敬
業
を
た
ま
た
ま
易
水
に
見

送
っ
た
作
者
は
、
死
地
に
赴
く
彼
を
、
八
〇
〇
年
前
の
荊
軻
と
だ

ぶ
ら
せ
て
、
そ
の
無
念
さ
を
詠
じ
て
い
る
。

参　
考　

　
則
天
武
后
の
治
世

　

武
后
は
、
は
じ
め
太
宗
（
二
代
目
皇
帝
）
の
側
室
と
し
て
十
四

歳
ご
ろ
か
ら
後こ

う

宮き
ゅ
う

に
仕
え
て
い
た
が
、
太
宗
が
な
く
な
る
と
、
い
っ

た
ん
尼
寺
に
こ
も
ら
さ
れ
、
身
を
清
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
高
宗
（
三

代
目
皇
帝
）
に
召
し
出
さ
れ
皇
后
の
位
に
つ
い
た
。
病
弱
で
文
書

の
決
裁
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
高
宗
は
、
頭
脳
明め

い

晰せ
き

な
武
皇
后

に
そ
れ
ら
の
処
理
を
託
す
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
は
見
事
な
決
断

力
で
あ
っ
た
。
武
皇
后
は
六
六
〇
年
ご
ろ
か
ら
摂
政
の
よ
う
に
政

務
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
出
身
門
地
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
天

后
と
称
さ
れ
た
。
高
宗
が
死
ぬ
と
彼
女
は
高
宗
と
の
間
に
も
う
け

た
中
宗
（
四
代
目
皇
帝
）
を
位
に
立
て
た
が
、
間
も
な
く
彼
を
帝

位
か
ら
引
き
下
ろ
し
、
六
九
〇
年
に
自
ら
皇
帝
と
称
し
た
。
そ
し

て
国
名
も
唐
か
ら
周
と
改
名
し
た
。
約
五
〇
年
間
実
権
を
握
っ
た
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女
帝
で
あ
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ(
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『
蜀
中
九
日
』　
　
王
　
勃

　
　
唐
詩
の
幕
あ
け

　
漢
詩
の
近
体
詩
形
は
初
唐
の
末
期
（
王
勃
の
頃
）
に
よ
う
や
く
定

ま
っ
た
。
七
言
絶
句
は
五
言
絶
句
よ
り
後
に
発
達
し
た
。
初
唐
の
詩

は
平
仄
に
捉
わ
れ
ず
、
詩
語
の
置
き
方
で
流
暢
さ
や
面
白
み
を
重
視

し
、
内
容
を
充
実
さ
せ
た
。
盛
唐
に
は
七
言
絶
句
の
平
仄
関
係
が
、

二
四
不
同
、
二
六
同
、
一
三
五
不
論
、
下
三
連
を
除
く
、
孤
平
（
第

四
宇
目
）
を
禁
ず
、
第
一
句
第
二
句
第
四
句
末
に
押
韻
す
る
等
の
近

体
詩
形
が
確
立
さ
れ
た
。

生
没
年
の
異
説

　
王
勃
（
宇
は
子し

安あ
ん

）
は
六
四
九
年
―
六
七
六
年
の
人
で
二
十
八
歳

で
没
し
た
。
山
西
省
河か

津し
ん

県
絳こ

う

州し
ゅ
う

龍
門
の
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
王

勃
の
生
没
に
は
六
四
八
年
―
六
七
五
年
と
い
う
説
も
あ
る
。
王
勃
の

作
品
に
み
ら
れ
る
紀
年
表
記
か
ら
逆
算
す
れ
ば
生
年
が
く
い
違
う
と

か
、
彼
が
蜀
に
客
遊
し
て
い
た
期
間
が
二
年
説
や
三
年
説
で
、
蜀
に

行
っ
た
年
に
「
吾わ

れ

之こ
こ

有
生
、
二
十
載さ

い

矣
」（
吾
之
に
生
有
り
、
二
十

載
た
り
）
つ
ま
り
総
章
二
年
（
六
六
九
年
）
と
詩
序
に
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
生
年
が
正
し
く
な
い
と
い
う
説
も
あ
る
（
記
さ
れ
て
い
る

の
は
数
え
年
で
あ
る
）が
、王
勃
の
親
友
で
あ
る
楊
炯
の「
王
勃
集
序
」

に
は
、
六
四
九
年
生
ま
れ
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
六
四
九

年
―
六
七
六
年
が
多
数
の
学
者
の
説
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
会
テ
キ
ス

ト
も
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る
。

初
唐
の
四
傑
の
第
一

　
王
勃
は
初
唐
に
生
ま
れ
た
。
我
国
の
大
化
の
改
新
の
四
年
後
で
あ

る
。
盛
唐
の
詩
の
全
盛
期
即
ち
、
李
白
、
杜
甫
、
王
維
、
高
適
、
等
々

の
以
前
で
あ
る
。
父
は
官
吏
王
福ふ

く

時じ

、
祖
父
は
隋
末
の
儒
家
王お

う

通つ
う

で

あ
る
。
六
歳
で
文
辞
を
よ
く
し
、
九
歳
の
時
古
書
を
読
み
、
誤
ち
を

指
摘
し
て
神
童
と
い
わ
れ
た
。
年
若
く
し
て
朝ち

ょ
う

散さ
ん

郎ろ
う

（
実
際
の
職
務

は
な
く
、
位
階
だ
け
を
示
す
官
名
、
従じ

ゅ
う

七し
ち

品ほ
ん

に
あ
た
る
位
）
を
授
け

ら
れ
た
。
後
、
沛
王
の
府
の
修
撰
（
書
物
を
編
集
す
る
官
）
に
な
っ

た
。
天
才
詩
人
と
し
て
名
声
高
く
、
楊よ

う

炯け
い

、
盧ろ

照し
ょ
う

𥻘り
ん

、
駱ら

く

賓て
ん

王お
う

と
共

に
初
唐
の
四
傑
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
第
一
位
で
あ
る
楊

炯
と
は
親
友
で
、
王
勃
の
伝
記
資
料
と
な
る
「
王
勃
集
序
」
を
記
し

て
い
る
。初
唐
の
末
期
頃
諸
王
の
間
で
よ
く
闘
鶏
が
行
わ
れ
て
い
た
。

王
勃
は
闘
鶏
を
檄
す
る
戯
文
を
書
い
た
の
で
、
高
宗
の
怒
り
に
ふ
れ

職
を
解
か
れ
た
。
そ
の
後
長
安
を
出
、蜀
に
二
年
〜
三
年
客
遊
し
た
。

父
も
王
勃
の
罪
に
連
座
し
て
交こ

う

趾ち

（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
）
の
県

令
に
左
遷
さ
れ
た
。
王
勃
が
そ
の
父
を
訪
ね
る
途
中
、
南
海
に
落
ち
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