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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
14
）

『
書
　
憤
』　
　
陸
　
游

　
　
熱
誠
の
人　
陸
游

【
字　
解
】

早そ
う　
　
歳さ

い　
若
い
と
き
。

楼ろ
う　
　
船せ

ん　
二
階
づ
く
り
の
や
ぐ
ら
の
あ
る
大
き
な
船
。
昔
遊
覧
や

戦
争
に
用
い
た
。

瓜か　
　
洲し

ゅ
う　
唐
代
か
ら
の
鎮ち

ん

（
地
方
の
中
心
と
な
る
大
き
な
町
）
の

名
。
今
の
江こ

う

蘇そ

省
揚よ

う

州し
ゅ
う

市
の
南
。
長
江
沿
岸
の
地
域
。

大だ
い  

散さ
ん  

関か
ん　
陝さ

ん
せ
い西
省し

ょ
う

の
宝ほ

う
け
い鶏
市
西
南
の
大
山
嶺
に
あ
る
。

塞さ
い　
　
上じ

ょ
う　
と
り
で
の
ほ
と
り
国
境
付
近
の
こ
と
。
特
に
万
里
の
長

城
付
近
の
こ
と
。

出す
い
し
の
い
っ
ぴ
ょ
う

師
一
表　
蜀
漢
の
諸し

ょ
か
つ葛
亮り

ょ
う

が
劉り

ゅ
う

備び

没
後
魏
を
討
つ
た
め
出
陣
す
る

に
あ
た
り
後こ

う
し
ゅ主
（
主
君
の
跡
継
ぎ
の
人
）
劉り

ゅ
う

禅ぜ
ん

に
奉
っ

た
前
後
二
回
の
上
奏
文
。

伯は
く  

仲ち
ゅ
う  

間か
ん　
両
者
の
間
で
才
能
な
ど
の
優
劣
の
差
が
な
い
こ
と
。
伯

仲
は
兄
と
次
の
弟
。

【
意　
解
】

　
若
い
時
に
は
ど
う
し
て
、
世
の
中
の
い
ろ
い
ろ
の
難
し
さ
が
わ
か

る
だ
ろ
う
か
、
こ
の
私
も
北
の
中
原
の
地
を
眺
め
や
っ
て
は
闘
争
心

を
激
し
く
燃
え
立
た
せ
て
い
た
も
の
だ
。

　
わ
が
軍
の
戦
船
が
夜
の
雪
の
中
、瓜
州
の
渡
し
を
勇
ま
し
く
越
え
、

ま
た
西
の
方
で
は
鎧
を
着
け
た
馬
が
秋
風
の
中
、
大
散
関
の
要
所
に

集
っ
た
の
も
私
は
見
た
。

　
こ
の
私
自
身
、
辺
塞
地
方
で
万
里
の
長
城
の
よ
う
な
防
壁
に
な
ろ

う
と
、
い
た
づ
ら
に
自
負
し
て
い
た
け
れ
ど
、
鏡
に
映
る
薄
く
な
っ

た
髪
は
、
も
う
私
の
自
負
心
に
先
立
っ
て
半
ば
白
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

　
諸
葛
孔
明
の
「
出
師
の
表
」
は
ま
こ
と
に
世
に
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
あ
れ
か
ら
一
〇
〇
〇
年
、
他
の
誰
が
あ
の
名
文
と
肩
を
並
べ
る

に
堪
え
る
作
品
を
作
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
憤い

き
ど
お

り
を
書し

ょ

す　
　
　

  

陸り
く  

游ゆ
う

早そ
う
さ
い歳
那な

ん

ぞ
知し

ら
ん
世せ

事じ

の
艱か

た

き
を

中ち
ゅ
う

原げ
ん

北ほ
く
ぼ
う望

し
て
気き

山や
ま

の
如ご

と

し

楼ろ
う
せ
ん船
夜や

雪せ
つ

瓜か

洲し
ゅ
う

の
渡わ

た
し

鉄て
つ

馬ば

秋し
ょ
う

風ふ
う

大だ
い
さ
ん
か
ん

散
関

塞さ
い

上じ
ょ
う

の
長ち

ょ
う
じ
ょ
う城
空む

な

し
く
自み

ず
か

ら
許ゆ

る

す
も

鏡き
ょ
う
ち
ゅ
う中
の
衰す

い
び
ん
す
で

鬢
已
に
先ま

ず
斑ま

だ
ら

な
り

出す
い

師し

の
一い

つ

表ぴ
ょ
う
ま
こ
と眞
に
世よ

に
名な

あ
り

千せ
ん
ざ
い
た
れ

載
誰
か
堪た

え
ん
伯は

く

仲ち
ゅ
う

の
間か

ん
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【
作　
者
】　
陸
游

　

中
国
南
宋
前
期
の
官
僚
・
詩
人
。
字あ

ざ
な

は
務む

観か
ん

。
放ほ

う
お
う翁
と
号
し
た
。

越
州
山
陰
（
浙せ

っ
こ
う江
省
紹し

ょ
う

興こ
う

市
）
の
人
。
生
ま
れ
て
す
ぐ
金
の
侵
入

に
あ
い
、
一
家
は
各
地
を
放
浪
、
陸
游
が
九
歳
の
と
き
山
陰
に
落

ち
つ
い
た
。
二
十
九
歳
の
と
き
科
挙
の
一
次
試
験
に
首
席
で
及
第
。

三
十
八
歳
で
「
進
士
出
身
」
の
資
格
を
授
か
る
が
、
生
涯
を
通
じ
て

金
に
対
す
る
抗
戦
を
主
張
し
た
た
め
、
そ
の
官
途
は
波
瀾
の
多
い
も

の
と
な
っ
た
。
官
は
宝ほ

う

章し
ょ
う

閣か
く
た
い
せ
い

待
制
に
至
っ
た
。
六
十
六
歳
で
故
郷
の

山
陰
に
隠
居
、
八
十
五
歳
の
長
寿
を
保
ち
、
九
二
〇
〇
首
も
の
詩
が

残
っ
て
い
る
。
北
宋
の
蘇そ

軾し
ょ
く

と
並
ん
で
〝
蘇
陸
〟
と
称
せ
ら
れ
、
ま

た
同
時
代
の
尤ゆ

う
ぼ
う袤
（
も
し
く
は
蕭し

ょ
う

徳と
く
そ
う藻
）・
范は

ん
せ
い
だ
い

成
大
・
楊よ

う
ば
ん万
里り

と
と

も
に
〝
南
宋
四
大
家
〟
に
数
え
ら
れ
る
。『
剣
南
詩
稿
』『
謂い

南な
ん
ぶ
ん文
集し

ゅ
う

』

『
南な
ん
と
う
じ
ょ

唐
書
』
な
ど
が
あ
る
。

　
陸
游
の
詩
は
、大
き
く
二
つ
の
系
列
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
彼
の
民
族
精
神
が
発
揮
さ
れ
た
作
品
群
で
、
抗
戦
の
主
張
や

祖
国
愛
が
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
書
憤
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
な
お
彼
に
は
田
園
の
情
景
や
農
耕
生
活
の
諸
相
を
詠
じ
た
も
の
も

多
い
が
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
も
同
じ
精
神
が
脈
打
っ
て
お
り
、
こ
の

部
類
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。四
十
三
歳
の
七
言
律
詩「
遊
山
西
村
」

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
第
二
の
作
品
群
は
、
彼
個
人
の
資
質
、
感
性
が
強
く
現
わ
れ
た
諸

作
で
あ
る
。
人
や
事
物
に
寄
せ
る
彼
の
情
愛
・
嗜
好
は
、
き
わ
め
て

率
直
に
、
放
胆
に
表
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
梅
の
花
へ
の
愛
着
を
詠

じ
た
次
の
七
言
絶
句

　
　
梅
花
絶
句
六
首
　
其
三

　
聞
道
梅
花
坼
暁
風

　
雪
堆
遍
満
四
山
中

　
何
方
可
化
身
千
億

　
一
樹
梅
前
一
放
翁

　
聞き

く
な
ら道

く　
梅ば

い

花か

暁ぎ
す
ふ
う風
に
坼ひ

ら

く
と

　
雪せ

つ
た
い堆　
遍あ

ま
ね

く　
四し

山ざ
ん

の
中う

ち

に
満み

つ
る
な
ら
ん

　
何い

ず

れ
の
方ほ

う

あ
り
て
か　
身み

を
千せ

ん
お
く億
に
化か

し

　
一い

ち
じ
ゅ樹
の
梅ば

い
ぜ
ん前　
一い

ち
ほ
う
お
う

放
翁
な
る
可べ

き

〔
訳
〕

　
梅
の
花
が
、
明
け
が
た
の
風
に
吹
か
れ
て
咲
い
た
と
の
こ
と
。
さ

だ
め
し
降
り
つ
も
っ
た
雪
の
よ
う
に
、
四
方
の
山
々
に
満
ち
わ
た
っ

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
う
に
か
し
て
、
こ
の
身
を
千
に
も
億
に
も

増
や
し
て
、
一
本
の
梅
の
木
の
前
に
一
人
ず
つ
放わ

し翁
が
立
っ
て
い
る

よ
う
に
で
き
な
い
も
の
か
。

【
鑑　
賞
】　
陸
游
の
決
意
表
明

　

陸
游
は
中
国
で
は
歴
代
の
詩
人
の
中
で
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
り

一
番
に
推
す
人
も
多
い
。
要
因
と
し
て
民
族
主
義
や
愛
国
主
義
が
関
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わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
は
官
を
辞
す
る
前
の
六
十
過
ぎ

の
時
で
「
六
十
を
過
ぎ
た
け
れ
ど
も
自
分
は
ま
だ
ま
だ
や
る
ぞ
」
と

決
意
表
明
を
新
た
に
し
て
い
る
。
陸
游
は
官
僚
地
主
の
家
に
生
ま
れ

儒
教
を
学
ぶ
家
系
で
も
あ
り
、
親
戚
筋
に
い
わ
ゆ
る
主
戦
派
、「
金

に
対
し
て
強
硬
策
を
把
れ
」
と
主
張
す
る
立
場
の
人
が
多
く
陸
游
も

そ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
。
そ
れ
が
た
め
に
朝
廷
の
実
務
派
・
和
平

派
の
人
に
う
と
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
生
涯
の
官
僚
生
活
の
間
で
四

回
も
左
遷
、
弾
劾
さ
れ
た
。

　

前
半
で
は
特
に
三
十
代
の
こ
と
を
中
心
に
思
い
出
す
。
陸
游
は

最
初
は
和
平
派
の
秦し

ん
か
い檜
に
妨
害
さ
れ
た
が
南
宋
二
代
孝
宋
皇
帝
は

一
時
、
金
に
対
す
る
積
極
策
を
採
っ
た
の
で
、
そ
の
流
れ
に
乗
れ
、

そ
こ
で
意
気
軒
昂
、
活
躍
し
た
。
そ
し
て
三
十
七
歳
の
時
、
金
の
大

軍（
六
十
万
か
ら
一
〇
〇
万
の
兵
）が
南
下
し
た
。
そ
れ
を
迎
え
撃
っ

た
南
宋
軍
は
、珍
し
く
優
勢
に
な
る
。
そ
れ
を
う
た
い
こ
め
て
い
る
。

今
は
金
の
領
土
と
な
っ
た
中
原
の
地
を
眺
め
て
は
闘
争
心
を
「
気
山

の
如
し
」
と
表
現
し
情
熱
が
無
限
に
湧
き
上
が
る
よ
う
す
を
示
し
て

い
る
。「
瓜
洲
の
渡
」「
大
散
関
」
は
二
つ
の
戦
場
の
地
名
で
「
南
宋

の
活
躍
を
こ
の
目
で
見
て
、
南
宋
も
や
れ
ば
や
れ
る
ん
だ
」
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
後
半
は
「
私
も
そ
れ
に
加
担
し
よ
う
」「
わ

が
身
を
万
里
の
長
城
の
よ
う
に
し
て
敵
か
ら
漢
民
族
を
守
ろ
う
」
と

自
負
し
て
い
た
が
、
む
な
し
く
歳
月
が
た
ち
髪
は
半
ば
白
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。「
そ
れ
で
も
私
は
や
る
ぞ
」
と
蜀
の
諸
葛
孔
明
が
劉
禅

に
奉
っ
た
「
出
師
の
表
を
思
い
起
こ
す
。『
出
師
の
表
』
に
肩
を
並

べ
る
作
品
を
作
る
の
は
誰
も
い
な
い
、
し
か
し
そ
れ
を
作
る
こ
と
こ

そ
自
分
の
役
目
だ
、私
も
こ
れ
か
ら
だ
」と
決
意
表
明
で
締
め
く
く
っ

て
い
る
。

【
時
代
背
景
】

　
女じ

ょ

直ち
ょ
く

（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）
が
金
国
を
建
国

　
女
直
（
女じ

ょ
し
ん真
）
族
は
ト
ゥ
ン
グ
ー
ス
系
の
言
語
を
話
す
森
林
地
帯

の
狩
猟
民
で
、久
し
く
契き

っ
た
ん丹（
キ
タ
イ
）帝
国
に
服
属
し
て
い
た
。ジ
ュ

シ
ェ
ン
語
は
の
ち
の
満
州
（
マ
ン
ジ
ュ
）
語
の
祖
語
で
あ
る
。
ジ
ュ

シ
ェ
ン
人
も
、
キ
タ
イ
人
と
同
じ
よ
う
に
、
漢
字
に
手
を
加
え
て
自

分
た
ち
の
言
語
を
書
き
表
わ
す
文
字
を
作
っ
た
。

　
一
一
一
四
年
、
ジ
ュ
シ
ェ
ン
族
の
完か

ん
が
ん顔
（
ワ
ン
ヤ
ン
）
部
族
長
の

阿あ

ぐ

だ
骨
打
（
金
の
太
祖
）
が
キ
タ
イ
と
開
戦
し
、
翌
一
一
一
五
年
、
独

立
し
て
大
金
皇
帝
の
位
に
つ
き
、
金
帝
国
を
建
国
し
た
。

　
金
軍
は
キ
タ
イ
軍
に
連
戦
連
勝
し
て
一
一
二
〇
年
に
は
キ
タ
イ
の

首
都
上じ

ょ
う

京け
い
り
ん
こ
う

臨
潢
府ふ

を
占
領
し
た
。
キ
タ
イ
の
天て

ん

祚そ

帝て
い

は
南
モ
ン
ゴ
ル

に
逃
げ
、
羌き

と
う

族
の
タ
ン
グ
ト
族
が
一
〇
三
八
年
に
建
国
し
た
西せ

い

夏か

王

国
に
這
い
ろ
う
と
し
た
が
、
一
一
二
五
年
、
天
祚
帝
が
南
モ
ン
ゴ
ル

で
捕
え
ら
れ
、
キ
タ
イ
帝
国
は
滅
亡
し
た
。

　
金
軍
は
引
き
続
き
宋
に
侵
入
し
、
一
一
二
六
年
、
開
封
を
占
領
し

て
宋
の
徽き

宗そ
う

・
欽き

ん
そ
う宗
父
子
を
と
ら
え
た
。
金
軍
は
王
族
を
多
数
と
ら

え
て
帰
国
し
た
。
の
べ
三
〇
〇
〇
名
が
北
方
に
拉
致
さ
れ
、
皇
女
た

ち
は
全
員
が
金
人
の
妾
に
さ
れ
る
か
、
洗
衣
院
と
呼
ば
れ
る
売
春
宿
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に
送
ら
れ
、
韋い

皇
后
を
除
く
い
づ
れ
も
が
死
ぬ
ま
で
帰
還
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。

　

金
帝
国
は
キ
タ
イ
の
領
土
を
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
う
け
つ
い
だ
う
え

に
、
華
北
の
地
は
淮わ

い

河が

に
い
た
る
ま
で
金
の
領
土
と
な
っ
た
。
欽
宗

の
弟
康こ

う
お
う王
趙ち

ょ
う

構こ
う

は
南
に
の
が
れ
、
一
一
二
七
年
に
南
京
で
皇
帝
の
位

に
つ
い
た
（
高こ

う
そ
う宗
）。
こ
れ
か
ら
あ
と
の
宋
朝
を
南
宋
と
い
い
、
こ

れ
と
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
宋
は
北
宋
と
よ
ば
れ
る
。

　

一
一
三
八
年
、
南
宋
の
高
宗
は
杭こ

う

州し
ゅ
う

（
臨り

ん
あ
ん安
）
に
都
を
さ
だ
め
、

一
一
四
一
年
、
金
と
講
和
し
て
臣
と
称
し
た
。
金
と
南
宋
の
境
界
線

は
淮わ

い

河が

と
大
散
関
を
結
ぶ
線
と
さ
れ
、南
宋
は
淮
河
以
北
の
旧
領（
か

つ
て
の
首
都
開
封
を
含
む
）
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
南
宋
は

金
に
毎
年
絹
二
十
五
万
匹
、
銀
二
十
五
万
両
を
贈
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
。つ
ま
り
、南
宋
が
金
に
朝
貢
す
る
と
い
う
立
場
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
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