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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
12
）

『
己
亥
歳
』　
　
曹
　
松

　
　
ひ
と
り
歩
き
す
る
名
句
「
一
将
功
成
り
万
骨
枯
る
」

【
意　
解
】

　
長
江
一
帯
の
水
郷
の
山
川
も
、
と
う
と
う
戦
場
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
民
衆
は
、
そ
の
た
き
ぎ
を
と
り
草
を
刈
る
、
さ
さ
や
か
な
生
活

を
楽
し
も
う
と
す
る
の
に
何
の
て
だ
て
も
な
い
。

　

貴
方
に
お
願
い
し
た
い
が
、
武
功
を
た
て
て
諸
侯
に
封ほ

う

ぜ
ら
れ

る
よ
う
な
こ
と
は
、
お
話
し
く
だ
さ
る
な
。
一
人
の
将
軍
が
手
柄

を
た
て
る
と
き
、
そ
の
裏
に
は
無
数
の
人
々
の
無
益
な
死
が
あ
る

の
だ
か
ら
。

【
作　
者
】
曹そ

う

松し
ょ
う

（
八
三
〇
？
〜
九
〇
二
？
）

　

晩
唐
の
詩
人
で
、
字
は
夢む

徴ち
ょ
う

。
賈か

島と
う

に
詩
を
学
び
、
約
一
四
〇

首
の
詩
が
現
存
す
る
。
若
い
頃
は
洪こ

う

都と

（
広
西
省
南
昌
）
の
西
山

に
隠
棲
し
、
職
も
な
く
、
中
年
頃
か
ら
所
々
を
放
浪
、
一
生
貧
し

い
生
活
に
苦
し
ん
で
い
る
。
九
〇
一
年
、
七
十
余
歳
に
し
て
よ
う

や
く
進
士
に
及
第
し
、
秘
書
官
と
な
っ
た
が
、
間
も
な
く
没
し
た

と
い
う
。

【
字　
解
】

己
亥
歳　
「
つ
ち
の
と
・
い
」
の
年
。
晩
唐
で
は
僖き

宗そ
う

の
乾け

ん

符ぷ

六
年

（
八
七
九
）
が
こ
の
干え

と支
に
あ
た
る
。

沢　
国　
川
や
湖
沼
の
多
い
低
湿
の
地
方
。
こ
こ
で
は
荊け

い

楚そ

江こ
う
わ
い淮
地

方
（
四
川
・
湖
南
・
湖
北
・
安あ

ん

徽き

・
江こ

う

蘇そ

の
各
省
に
わ
た

る
長
江
一
帯
）
を
い
う
。

樵　
蘇　
「
樵
」
は
き
こ
り
。「
蘇
」
は
草
刈
り
。

封　
侯　
戦
功
に
よ
っ
て
領
地
を
与
え
ら
れ
て
出
世
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
こ
の
言
葉
は
、
後
漢
の
班は

ん

超ち
ょ
う

の
故
事
に
基
づ
く
。
班
超
は

若
い
こ
ろ
貧
し
く
、
筆
耕
で
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
あ

る
日
「
傅ふ

介か
い

子し

や
張ち

ょ
う

騫け
ん

は
西さ

い
い
き域
で
手
柄
を
立
て
て
諸
侯
と

な
っ
た
。
男
子
た
る
も
の
、
こ
の
よ
う
に
筆
や
硯す

ず
り

を
弄
ん

で
い
て
は
だ
め
だ
」
と
発
憤
し
、
西さ

い
い
き域
に
赴
い
て
活
躍
す

る
こ
と
三
十
年
、
つ
い
に
定
遠
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
（「
後

漢
書
」
班
超
伝
）。

　
己き

亥が
い

の
歳と

し　
　
　
　
曹そ

う　
松し

ょ
う

沢た
く
こ
く国

の
江こ

う
ざ
ん山　

戦せ
ん

図と

に
入い

る

生せ
い
み
ん
な
ん

民
何
の
計は

か

り
ご
と
あ
っ
て
か　

　
樵し

ょ
う

蘇そ

を
楽た

の

し
ま
ん

君き
み

に
憑よ

る
話は

な

す
こ
と
莫な

か

れ　

　
封ほ

う
こ
う侯

の
事こ

と

一い
つ

将し
ょ
う

功こ
う

成な

り　
万ば

ん
こ
つ骨
枯か

る
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【
背　
景
】 

唐
王
朝
を
滅
亡
に
追
い
込
ん
だ
黄こ

う
そ
う巣
の
乱

　
唐
末
に
は
大
小
無
数
の
騒
乱
が
あ
り
、
な
か
で
も
大
規
模
な
も
の

が
黄
巣
の
乱
で
あ
っ
た
。

　
山
東
の
王お

う
せ
ん仙
芝し

（
中
国
唐
代
の
反
乱
指
導
者
の
一
人
）
は
若
い
と

き
か
ら
塩
の
密
売
に
関
わ
っ
て
い
た
。
唐
朝
は
塩
を
専
売
制
に
し
て

い
た
が
、
財
政
窮
迫
の
安
易
な
解
決
策
と
し
て
、
と
め
ど
な
く
塩
を

値
上
げ
し
、
塩
の
闇
取
引
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
。
こ
れ
に
反
抗

し
て
王
仙
芝
は

八
七
五
年
に
数
千

人
を
集
め
て
挙
兵

し
、
各
地
を
陥
落

さ
せ
、
数
万
の
軍

勢
に
達
し
た
。
塩

の
密
売
人
仲
間
の

黄
巣
も
数
千
人
を

率
い
て
参
加
、
三

年
後
の
王
仙
芝
の

敗
死
後
は
黄
巣
が

叛
軍
の
指
導
者
と

な
っ
て
江
南
へ
向

か
い
、
広
大
な
荊

楚
江
淮
地
方
を
荒

ら
し
回
り
、
広
州

在
住
の
ア
ラ
ビ
ア
商
人
ら
十
万
人
を
殺
害
略
奪
す
る
な
ど
し
て
大
混

乱
に
陥
れ
た
。

　
一
方
、
政
府
側
の
将
軍
た
ち
も
、
本
質
的
に
は
賊
軍
の
首
領
と
大

差
な
く
、
騒
乱
に
乗
じ
て
勢
力
の
拡
大
を
図
る
よ
う
な
も
の
が
多

か
っ
た
。
唐
の
帝
位
を
奪
っ
た
梁
の
太
祖
、
朱
全
忠
（
朱
温
）
も
、

の
ち
に
梁
に
代
わ
る
後
唐
の
基
礎
を
築
い
た
ト
ル
コ
系
武
将
の
李
克

用
も
、
こ
の
黄
巣
の
乱
の
な
か
で
成
長
し
た
軍
閥
で
あ
る
。

　
黄
巣
の
軍
は
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
「
唐
王
朝
打
倒
」
を
旗
じ
る
し

に
掲
げ
て
北
へ
向
か
い
、
各
地
で
藩
鎮
の
軍
と
攻
防
を
繰
り
返
し
な

が
ら
侵
攻
し
、
八
八
〇
年
に
は
洛
陽
を
経
て
つ
い
に
長
安
を
占
領
、

破
壊
と
殺さ

つ
り
く戮
の
限
り
を
尽
く
し
た
。
僖
宗
は
四
川
へ
逃
れ
、
黄
巣
が

即
位
し
て
国
号
を
斉せ

い

と
号
し
た
。

　
李
克
用
の
軍
と
黄
巣
が
争
う
間
に
都
長
安
は
壊
滅
。
や
が
て
李
克

用
と
朱
全
忠
の
軍
は
黄
巣
を
山
東
へ
追
い
や
り
、
十
年
に
わ
た
る
大

乱
は
平
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、朱
全
忠
は
李
克
用
と
の
争
い
に
勝
ち
、

九
〇
七
年
、
皇
帝
と
な
っ
て
（
後ご

梁り
ょ
う

の
太
祖
）、
こ
こ
に
唐
王
朝
は

滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。

【
鑑　
賞
】 

王
昌
齢
の
七
言
絶
句
「
閨け

い
え
ん怨
」
が
下
敷
き
に

　
「
己
亥
歳
」は
、将
軍
た
ち
が
功
を
争
う
間
に
、人
民
が
犠
牲
と
な
っ

て
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
わ
う
こ
と
を
歎
じ
て
い
る
。特
に
転
句
の「
君

に
憑
る
話
す
こ
と
莫
れ
封
侯
の
事
」
は
、
王
昌
齢
の
七
言
絶
句
「
閨

怨
」
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
よ
う
。

唐代の製塩の様子
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閨け

い
え
ん怨

　
　
　
　
王お

う

昌し
ょ
う

齢れ
い

　
閨け

い

中ち
ゅ
う

の
少し

ょ
う

婦ふ

　
愁う

れ

い
を
知し

ら
ず

　
春し

ゅ
ん

日じ
つ

粧よ
そ
お

い
を
凝こ

ら
し
て
　
翠す

い
ろ
う楼
に
上の

ぼ

る

　
忽た

ち
ま

ち
陌は
く
と
う頭

　
楊よ

う

柳り
ゅ
う

の
色い

ろ

を
見み

て

　
悔く

ゆ
ら
く
は
夫ふ

壻せ
い

を
し
て
　

　
封ほ

う
こ
う侯
を
覓も

と

め
し
め
し
を

　
部
屋
の
中
の
若
妻
は
、
春
の
日

に
お
化
粧
し
て
高
殿
に
上
る
。
ふ

と
道
端
の
柳
の
木
を
見
て
、
出
征

の
夫
に
出
世
を
せ
が
ん
だ
こ
と
を

悔
や
む
。

　
こ
の
詩
の
後
半
の
「
封
侯
を
覓

め
し
め
し
を
」
す
な
わ
ち
「
諸

侯
に
取
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
が

ん
ば
っ
て
ね
」
と
夫
を
励
ま
し
て

送
り
出
し
た
若
妻
の
悔
恨
を
承
け

て
、
曹
松
は
若
夫
婦
の
会
話
と
し

て
「
諸
侯
に
な
ど
な
ら
な
く
て
も

い
い
。戦
争
に
い
く
の
は
や
め
て
、

傍
に
い
て
ほ
し
い
」
と
、
若
妻
に

語
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
己
亥
歳
」、
す
な
わ
ち
乾
符
六

年
（
八
七
九
）
は
「
黄
巣
の
乱
」
が
最
も
燃
え
盛
っ
て
い
た
時
期

で
あ
り
、
こ
の
詩
に
は
、
そ
う
い
う
戦
乱
の
時
代
に
生
き
て
、
貧
苦

な
生
活
に
甘
ん
じ
た
作
者
の
心
情
が
投
影
さ
れ
て
い
よ
う
。
曹
松
に

黄巣の乱の活動図
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と
っ
て
「
万
骨
枯
る
」
は
決
し
て
人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。

【
考　
察
】
現
代
に
も
生
き
る
「
一
将
功
成
り
…
」
の
句

　

第
四
句
の
「
一
将
功
成
り
万
骨
枯
る
」（
あ
る
い
は
「
功
成
っ

て
…
…
」）
は
独
立
し
た
名
句
で
あ
り
、
こ
の
詩
の
主
眼
で
あ
る
。

　
現
代
の
世
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
一
将
功
成
り
万
骨
枯
る
」
に

通
ず
る
よ
う
な
構
図
は
随
所
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
世
界
の
国
と

国
と
の
関
係
に
、
産
業
・
企
業
・
政
党
・
団
体
間
の
競
争
の
な
か
に
、

ま
た
は
そ
の
な
か
の
生
々
し
い
人
間
関
係
に
も
…
。
い
ず
れ
に
し
て

も「
万
骨
」の
犠
牲
の
上
に「
一
将
」だ
け
が
成
功
す
る
さ
ま
を
見
て
、

人
は
そ
の
出
典
で
あ
る
「
己
亥
歳
」
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の

名
句
を
口
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。

【
参　
考
】

①
「
三
体
詩
」

　
南
宋
の
周し

ゅ
う

弼ひ
つ

の
編
集
し
た
唐
代
の
詩
集
。
七
言
絶
句
、七
言
律
詩
、

五
言
律
詩
の
三
つ
の
形
式
（
三
体
）
に
限
り
、唐
の
一
六
七
人
の
作
、

四
九
四
首
を
収
め
て
い
る
。

　

代
表
的
な
詩
人
と
し
て
は
、
許き

ょ
こ
ん渾
、
杜と

牧ぼ
く

な
ど
。
南
宋
末
の

一
二
五
〇
年
の
刊
行
と
い
わ
れ
る
。

　
「
唐
詩
選
」
が
初
唐
や
盛
唐
の
詩
を
重
点
的
に
採
用
し
て
い
る
の

に
対
し
、「
三
体
詩
」
は
多
く
中
唐
か
ら
晩
唐
に
か
け
て
の
詩
を
選

ぶ
傾
向
が
強
い
。

②
「
干
支
」

　
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
年
）
は
丙
申
（
ひ
の
え
さ
る
・
ヘ
イ

シ
ン
）
の
年
と
な
る
。

　
中
国
で
は
古
来
、
十じ

っ
か
ん干
（
甲こ

う
お
つ
へ
い
て
い

乙
丙
丁
戊ぼ

き己
庚こ

う
し
ん
じ
ん

辛
壬
癸き

）
と
、
十

じ
ゅ
う

二に

支し

＝
子ね

（
し
）・
丑う

し（
ち
ゅ
う
）・
寅と

ら（
い
ん
）・
卯う

（
ぼ
う
）・
辰た

つ（
し
ん
）・

巳み
（
い
）・
午う

ま（
ご
）・
未ひ

つ
じ（
び
）・
申さ

る（
し
ん
）・
酉と

り（
ゆ
う
）・
戌い

ぬ（
じ
ゅ
つ
）・

亥い

（
が
い
）
＝
を
組
み
合
わ
せ
て
、年
や
日
の
呼
び
名
と
し
て
い
る
。

　
「
甲
子
」
か
ら
始
ま
っ
て
六
十
通
り
あ
る
が
、
こ
の
紀
日
法
は
、

朝
鮮
、
日
本
等
で
も
使
用
さ
れ
、
現
在
で
も
周
の
時
代
に
定
め
た
最

初
の
「
甲
子
」
か
ら 

順
序
を
た
が
わ
ず
使
わ
れ
続
け
て
い
る
。
日

本
の
「
壬
申
の
乱
」「
戊
辰
戦
争
」、
中
国
の
「
辛
亥
革
命
」
な
ど
も

「
干
支
紀
日
法
」
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

③
「
六ろ

く
じ
っ
か
ん

十
干
支し

表ひ
ょ
う

」
の
読
み
方

　
十
干
は
、陰
陽
五
行
説
と
つ
な
が
っ
て
、甲
＝
木
の
兄
（
き
の
え
）・

乙
＝
木
の
弟
（
き
の
と
）・
丙
＝
火
の
兄
（
ひ
の
え
）・
丁
＝
火
の
弟

（
ひ
の
と
）・
戊
＝
土
の
兄（
つ
ち
の
え
）・
己
＝
土
の
弟（
つ
ち
の
と
）・

庚
＝
金
の
兄
（
か
の
え
）・
辛
＝
金
の
弟
（
か
の
と
）・
壬
＝
水
の
兄

（
み
ず
の
え
）・
癸
＝
水
の
弟
（
み
ず
の
と
）
と
呼
ば
れ
た
。

　
十
二
支
は
、
中
国
で
古
く
か
ら
暦
の
月
の
呼
び
方
や
、
時
刻
、
方

角
に
も
使
わ
れ
た
。
も
と
も
と
は
十
二
ヶ
月
の
順
番
を
示
す
た
だ
の

符
号
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
動
物
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
。

　
こ
こ
に
掲
げ
た
表
の
「
ひ
ら
が
な
」
は
日
本
式
の
読
み
方
、「
カ
タ
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カ
ナ
」
は
音
読
み
で
、
左
か

ら
右
、
上
か
ら
下
へ
順
に
並

べ
て
あ
る
。
習
慣
で
「
弟
」

と
十
二
支
名
の
読
み
の
間

に
は「
の
」を
入
れ
て
呼
ぶ
。

　
な
お
、
十
干
十
二
支
す
べ

て
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
十
干
の

「
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・
壬
」
と
、

十
二
支
の
「
子
・
寅
・
辰
・
午
・

申
・
戌
」
十
干
の
「
乙
・
丁
・

己
・
辛
・
癸
」
と
、
十
二
支

の
「
丑
・
卯
・
巳
・
未
・
酉
・
亥
」

が
組
み
合
わ
さ
れ
る
た
め
、

六
十
干
支
と
な
る
。
表
の
最

後
、
癸
亥
の
次
は
最
初
の
甲

子
に
戻
っ
て
繰
り
返
す
。

　

こ
の
よ
う
に
六
十
年
で

干
支
が
一
回
り
す
る
た
め
、

六
十
歳
に
な
る
こ
と
を
還

暦
を
迎
え
る
と
い
う
。

  （
国
立
天
文
台
暦
計
算
室
）

六十干支の読み方




