
中

島

敦

の

漢

詩

―
―

〈家
学
）
の
衰
須
と

〈不
遇
意
識
〉
の
か
た
ち
―
―

は
じ
め
に

中
島
敦

（
一
九
〇
九
～

一
九
四
二
）
は
、
そ
の
短
い
生
涯
に
二
十
五
篇
、

総
数
三
十
七
首
の
漢
詩
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
漢
詩
の
中
に
は
、　
一
九

四
二
年

（昭
１７
）
二
月
、
〈古
諄
〉
牟
山
月
記
」
「文
字
禍
し

に
よ
っ
て
文

壇
に
登
場
す
る
ま
で
の
自
己
の
文
学
的
な
不
遇
の
経
験
を
詠
み
込
ん
だ
も
の

が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
多
く
は
自
嘲
を
と
も
な
っ
た
内
容
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
も
共
通
し
て
見
出
せ
る
性
質
と
し
て
、
自
己
を
と
り
ま
く
社
会
を

「俗
説
」
の
支
配
す
る
環
境
と
し
て
批
判
的
に
と
ら
え
、
あ
ら
た
に

「星
」

や

「
天
狼
」
と
い
っ
た
超
俗
的
な
希
求
の
対
象
を
設
定
す
る
と
い
う
志
向
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
漢
詩
と
い
う
表
現
手
段
を
通
し
て
こ
う
し
た

〈不
遇
意
識
〉

を
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
中
島
の
境
遇
に
着
日
し
、
そ
の
漢
詩
の
あ
り

よ
う
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、
祖
父

・
中
島
撫
山

（慶
太
郎
）
か
ら
伯

父

・
斗
南

（端
）
へ
と
至
る
漢
学
者
を
輩
出
し
た
中
島
家
が
被

っ
た
明
治
の

中
島
敦
の
漢
詩

橋

本

正

志

教
育
制
度
の
改
廃
を
め
ぐ
る
動
向
の
果
て
に
、
中
島
が
い
か
に
そ
の

〈家

学
）
の
伝
統
と
向
き
合

っ
て
い
た
の
か
も
視
野
に
入
れ
、
中
島
の
率
直
な
胸

奥
が
投
影
さ
れ
た
漢
詩
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
漢
詩
の
訓
読

・
解
釈
な
ど
に
あ
た
っ
て
村
山
吉
廣
、
小
室

善
弘
、
村
田
秀
明
の
各
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
に
多
く
を
拠
っ
て
い

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

一
言
つ
け
加
え
て
お
く
。

一　
中
国
古
典
と
中
島
文
学
に
お
け
る
表
現
と
の
関
わ
り

中
島
に
は

「和
歌
で
な
い
歌
」
と
の
総
題
が
付
さ
れ
た
歌
集
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
自
身
の
文
学
的
遍
歴
を
回
想
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
名
も

「
遍

歴
」
と
題
さ
れ
た
五
十
五
首
か
ら
な
る
連
作
が
あ
る
。　
一
九
三
七
年

（昭

‐２
）
の
晩
秋
に
成
立
し
た
こ
の
歌
稿
に
は
、
古
今
東
西
の
思
想
家
、
作
家
、

画
家
、
音
楽
家
な
ど
五
十
数
人
の
著
名
人
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
次
に
挙
げ

る
よ
う
に
、
中
国
の
代
表
的
な
漢
詩
人
を
取
り
上
げ
た
も
の
も
多
い

（傍
線

・
引
用
者
）。

一
一一一一



あ
る
時
は
淵
明
が
如
疑
は
ず
か
の
天
命
を
信
ぜ
ん
と
せ
し

あ
る
時
は
李
白
の
如
く
酔
ひ
酔
ひ
て
歌
ひ
て
世
を
ば
終
ら
む
と
思
ふ

あ
る
時
は
王
維
を
ま
ね
び
寂
と
し
て
幽
堂
の
裏
に
ひ
と
り
あ
ら
な
む

あ
る
時
は
院
籍
が
ご
と
白
限
に
人
を
呪
み
て
琴
を
弾
ぜ
む

遍
歴
り
て
い
づ
く
に
か
行
く
わ
が
魂
ぞ
は
や
も
三
十
に
近
し
と
い
ふ
を

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
陶
淵
明
、
李
白
、
王
維
、
院
籍
と
い
っ
た
歴
代
詩
人

の
詩
境
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
は
や
三
十
歳
を
目
前
に
し
た
中
島
の
彼
ら
詩
人

に
対
す
る
憧
憬
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
中
島
の
中
国
の
詩
人
に
対
す
る
関

心
は
並
々
な
ら
な
い
も
の
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
中
島
の
中
国
古
典
と
文
学
上
の
表
現
と
の
関
わ
り
は
こ
れ
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
代
表
作

「
山
月
記
」

亀
文
学
界
』

一
九
四
二

・
三
）
の
本
文
に
は
、
中
国
の
故
事
が
効
果
を
生
み

出
す
よ
う
に
巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
表
現
が
数
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
人

公

・
李
徴
が
旧
友

・
衰
惨
の
前
で

「即
席
の
詩
」
を
朗
詠
し
た
直
後
の
風
景

描
写
、

時
に
、
残
月
、
光
冷
や
か
に
、
白
露
は
地
に
滋
く
、
樹
間
を
渡
る
冷

風
は
既
に
暁
の
近
き
を
告
げ
て
ゐ
た
。

は
素
材
で
あ
る
唐
代
伝
奇

「
人
虎
伝
」
（李
景
亮
撰
）
に
は
見
ら
れ
ず
、
中

島
の
ま

っ
た
く
の
創
作
部
分
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

「白
露
」
と
い
っ
た
秋

の
詩
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
「
虎
哺
風
生

（虎
哺
き
て
風
生

二
四

ず
と

（英
傑
な
ど
が
志
を
得
て
活
躍
す
る
こ
と
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
も
時
の

情
勢
い
か
ん
に
よ
る
こ
と
）
と
い
う
故
事
も
同
時
に
連
想
さ
せ
る
工
夫
が
あ

２一
。ま

た
、
李
徴
が
虎
に
変
身
し
、
異
類
の
身
と
な
っ
て
人
前
か
ら
姿
を
消
し

て
い
く
時
代
、
す
な
わ
ち

「
天
宝
の
末
年
」
か
ら
四
、
五
年
後
と
い
う
作
中

の
時
間
設
定
が
、
唐
王
朝
を
根
底
か
ら
揺
る
が
し
た
安
禄
山

・
史
思
明
の
乱

が
勃
発
し
た
時
期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
こ
れ
に

関
し
て
、

木
の
間
を
伝
つ
て
、
何
処
か
ら
か
、
暁
角
が
哀
し
げ
に
響
き
始
め
た
。

と
い
う
同
じ
く

「山
月
記
」
の
一
文
も
素
材

「人
虎
伝
」
に
は
な
く
、
中
島

の
創
意
に
基
づ
い
た
部
分
で
あ
る
が
、
中
唐
の
詩
人

・
李
益
の
七
言
絶
句

「聴
暁
角

（暁
角
を
聴
く
と

で
は
、

邊
霜
昨
夜
堕
開
楡
　
　
辺
霜
　
昨
夜
　
関
楡
に
堕
つ

吹
角
営
城
片
月
孤
　
　
吹
角
　
城
に
当
っ
て
片
月
孤
な
り

無
限
塞
鴻
飛
不
度
　
　
無
限
の
塞
鴻
　
飛
び
度
ら
ず

秋
風
吹
入
小
軍
宇
　
　
秋
風
吹
き
入
る
　
小
単
千

と
詠
ま
れ
、
「暁
角
」
が
軍
隊
の
統
率
に
使
わ
れ
る
角
笛
と
し
て
も
歌
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は

「山
月
記
」
を
、
戦
火
に
よ
る
混
乱
の
前
触

れ
を
敏
感
に
感
じ
と

っ
た
李
徴
が
異
類
の
身
と
な
っ
て
人
間
界
か
ら
消
え
去



っ
て
い
く
物
語
、
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
山
月
記
」
の
成
立

時
期
が
、
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
の
も
と
で
挙
国

一
致
の
戦
時
体
制
の
確
立

を
め
ざ
す

「新
体
制
運
動
」
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
同
時
代
の

一
九
四

一

年

（昭
１６
）
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う

し
た

一
文
を
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
夜
の

「き
な
臭
さ
」
を
暗
示
す
る
も
の
と

し
て
、
中
島
が
意
図
し
て
挿
入
し
た
と
い
う
解
釈
も
あ
な
が
ち
当
た
っ
て
い

な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
中
島
文
学
に
お
け
る
表
現
は
、
多
く
が
何
ら
か
の
形
で
中
国

古
典
や
時
代
性
と
関
わ
り
を
も

っ
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
漢
学
の
素
養
の
深
か
っ
た
中
島
の
文
体
的
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
、
中

島
文
学
の
解
釈
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
よ

つヽ
。

二
　
〈家
学
〉
が
被
っ
た
時
代
的
な
制
約

さ
て
、
中
島
家
は
代
々

「乗
物
師
」
と
し
て
主
に
駕
籠
の
製
造
に
従
事
す

る
職
人
の
家
だ

っ
た
が
、
祖
父

・
撫
山
が

一
八
五
八
年

（安
政
５
）

一
月
に

漢
学
塾

「演
孔
堂
」
の
看
板
を
掲
げ
て
以
来
、
冒
頭
に
触
れ
た
と
お
り
、
親

族
か
ら
多
く
の
漢
学
者
を
輩
出
し
た
。
父

。
田
人
も
漢
文
教
師
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
中
島
は
早
く
か
ら
漢
学
の
素
養
に
通
じ
、
そ
れ
が
中
国
古
典
の
世

界
に
親
じ
む
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
中
島
に
と

っ
て
の
漢
詩
の
意
義
を
考
え
る
に
際
し
て
、
ま
ず
は
漢

学
と
い
う
学
問
が
明
治
の
近
代
化
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い

中
島
敦
の
漢
詩

た
の
か
に
つ
い
て
、
と
く
に
学
校
教
育
制
度
の
変
遷
と
中
島
家
の

〈家
学
〉

と
の
関
わ
り
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
八
七
二
年

（明
５
）
八
月
、
前
年
に
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
文
部
省
に

よ
っ
て
、
「学
制
」
が
公
布
さ
れ
た
。
学
制
は
、
全
国
を
八
つ
の
大
学
区
に

分
類
し
、
そ
の
下
に
中
学
区
、
さ
ら
に
小
学
区
を
制
定
す
る
教
育
行
政
法
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る

「国
民
皆
学
」
に
基
づ
く
近
代
化
実
現
の
最
た
る
手
だ
て

の
一
つ
と
し
て
明
治
新
政
府
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
制
度
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
学
制
の
施
行
は
、
江
戸
の
幕
末
か
ら
存
続
し
て
い
た
漢
学

塾
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
。
と
く
に
幕
藩
体
制
以
来
の
私
塾
の
経
営
者

は
、
全
国
的
に
同

一
の
教
育
内
容
の
普
及
を
推
し
進
め
る
新
政
府
の
方
針
の

煽
り
を
ま
と
も
に
受
け
、
塾
生
の
減
少
の
影
響
も
あ
っ
て
し
だ
い
に
経
済
的

に
も
困
窮
の
度
を
深
め
て
い
き
、
多
く
が
生
き
残
り
の
道
を
模
索
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

撫
山
も

一
八
七
三
年

（明
６
）
八
月
、
埼
玉
県
久
喜
本
町
の
自
宅
に
お
い

て
私
塾

「幸
魂
教
舎
」
を
設
立
し
て
い
た
が
、
幸
い
に
も
地
元
の
厚
い
信
頼

に
支
え
ら
れ
て
多
く
の
入
門
者
を
迎
え
て
い
た
。
た
だ
、
実
際
は

『詩
経
』

『書
経
』
『論
語
』
と
い
っ
た
中
国
古
典
を
主
体
に

『古
事
記
』
『日
本
紀
』

な
ど
の
日
本
古
典
も
含
め
た
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
内
容
が
、
政
府
の

推
進
す
る

「国
民
皆
教
育
」
に
基
づ
く
統

一
的
な
教
育
内
容
と
真
っ
向
か
ら

対
峙
せ
ざ
る
を
得
ず
、
撫
山
は
苦
慮
し
た
結
果
、
「私
塾
は
文
部
省
の
学
制

の
埒
外
に
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
と
背
馳
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
を
補
完
す
る
」

も
の
で
あ
る
と
す
る
苦
肉
の
策
を
提
言
す
る
こ
と
で
、
政
府
と
の
直
接
的
な

衝
突
を
切
り
抜
け
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
学
制
の
施
行
に
よ
り
、
旧
来

二
五



の
漢
学
を
主
体
と
し
た
私
塾
に
よ
る
教
育
は
、
「
国
民
皆
学
」
を
推
し
進
め

る
政
府
の
圧
力
を
あ
か
ら
さ
ま
に
受
け
、
多
く
が
し
だ
い
に
衰
額
し
て
い
っ

た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
学
制
も
経
費
の
民
間
依
存
に
加
え
、
急
激
な
施
行
に
よ
る

変
化
に
対
す
る
戸
惑
い
も
あ
っ
て
、
当
の
民
間
か
ら
厳
し
い
反
発
や
抵
抗
に

あ
う
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
生
じ
、　
一
八
七
九
年

（明
１２
）
九
月
に
廃
止

さ
れ
、
代
わ
っ
て

「教
育
令
」
が
発
令
さ
れ
た
。
教
育
令
も
ま
た
、　
一
八
八

六
年

（明
１９
）
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
初
代
文
部
大
臣

・
森
有
礼
に
よ
り

制
定
さ
れ
た
帝
国
大
学
令
、
師
範
学
校
令
、
小
学
校
令
、
中
学
校
令
、
諸
学

校
通
則
な
ど
か
ら
な
る

「学
校
令
」
に
そ
の
役
割
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
学
校
教
育
制
度
の
改
廃
に
と
も
な
う
不
安
定
な
状
況
は
し
ば

ら
く
の
間
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
教
育
制
度
の
変
遷
を
受
け
て
、
中
島
の
伯
父

・
斗
南
は
そ
の
遺

著

『斗
南
存
葉
』
（文
求
堂
書
店
、　
一
九
三
二

・
一
〇
）
の
中
の
七
言
絶
句

「自
嘲
戯
詠
」
に
て
、
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

一
一六

が
も
う
少
し
早
か
っ
た
な
ら
、
漢
学
の
道
に
堂
々
と
生
き
る
こ
と
が
で
き
た

も
の
を
。
今
や
私
の
よ
う
な
無
用
者
は
な
す
す
べ
も
な
い
。
志
も
才
能
も
あ

る
の
に
残
念
だ
」
と
い
っ
た
こ
の
時
代
に
漢
学
を
生
業
に
し
、
ま
た
そ
れ
を

自
ら
の
支
柱
と
し
て
据
え
置
く
こ
と
の
難
し
さ
、
い
わ
ば
漢
学
と
主
体
的
に

関
わ
っ
て
生
き
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
と
、
そ
の
果
て
に
自
ら
を

「無
用
の

人
」
と
し
て

「天
公
」
の
前
に
自
嘲
せ
ざ
る
を
得
な
い
苦
渋
に
満
ち
た
心
情

が
率
直
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
中
島
が

一
九
三
三
年

（昭
８
）
九
月
に
脱
稿
し

た

「斗
南
先
生
」
に
は
、
こ
の
伯
父
に
対
し
て

「自
己
に
類
似
し
た
精
神
の

型
」
を
見
出
し
、
「反
射
的
反
発
」
を
試
み
る
主
人
公

・
三
造
の
姿
が
、
中

島
の
共
感
も
込
め
ら
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
中
島
は

こ
の
伯
父

・
斗
南
の

〈血
）
を
自
身
も
確
実
に
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
運

命
的
な

〈極
格
〉
に
対
し
て
、
自
ら
の
漢
詩
に
お
い
て
も
対
面
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祖
父

・
撫
山
に
始
ま
り
、
伯
父

・
斗
南
に
至
る
中
島
家
の

〈家
学
〉
が
被

っ
た
時
代
的
な
制
約
の
余
波
を

一
身
に
受
け
ざ
る
を
得
な
い

境
遇
の
中
で
、
中
島
は
そ
の

〈家
学
〉
の
伝
統
、
そ
し
て
自
己
表
現
の
手
段

と
し
て
の
漢
詩
と
向
き
合

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

〓
一　
漢
詩
の
発
表
の
場
を
め
ぐ
っ
て

で
は
、
中
島
に
と
っ
て
漢
詩
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
。

村
田
秀
明
氏
の
分
析
に
従
え
ば
、
漢
詩
の
ほ
ぼ
す
べ
て
は
、
南
洋
群
島
パ
ラ

我
志
未
嘗
譲
古
人

我
材
豊
不
若
今
人

閑
来
欲
向
天
公
間

何
故
生
斯
無
用
人

少
し
解
釈
を
加
え
る
な
ら
ば
、
「も
し
自
分
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
の

我
が
志
は
い
ま
だ
か
つ
て
古
人
に
譲
ら
ず

我
が
材
は
あ
に
今
人
に
し
か
ざ
ら
ん
や

閑
来
、
天
公
に
向
ひ
て
間
は
ん
と
欲
す

何
の
故
に
か
、
か
く
の
ご
と
き
無
用
の
人
を
生

み
し
や
と



オ
に
編
修
書
記
と
し
て
出
立
す
る
以
前
の
横
浜
市
本
郷
在
住
の
間
、
す
な
わ

ち

一
九
二
六
年

（昭
Ｈ
）
か
ら

一
九
四

一
年

（昭
１６
）
ま
で
の
五
年
余
の
期

間
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
中
島
の
生
前
に
、
活
字
と
し
て
雑
誌

等
に
発
表
さ
れ
た
も
の
は

一
つ
も
な
い
。
た
だ
、
第

一
高
等
学
校
時
代
の
友

人

・
氷
上
英
廣
氏
が
中
島
に
宛
て
た
葉
書
に
は
、

漢
詩
は
己
に
は
判
断
力
が
な
い
、　
　
　
貧

九
三
九
年
九
月
七
日
付
）

と
い
う

一
文
が
み
え
、
中
島
が
、
自
作
の
漢
詩
に
対
す
る
批
評
を
親
し
い
同

氏
に
頼
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
郡
司
勝
義
氏
は
、
中
島
の

横
浜
高
等
女
学
校
教
諭
時
代
の
同
僚
だ

っ
た
安
田
秀
文
氏
の
言
に
よ
る
と
し

た
上
で
、
中
島
の

「
同
僚
教
師
に
宛
て
た
漢
詩
は
、
昭
和
十
年
末
か
ら
十

一

年
に
か
け
て
、
折
々
に
教
員
室
で
披
見
さ
れ
た
と
い
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
当
時
の
同
僚
の
滋
賀
貞
氏
が
中
島
に
宛
て
た
葉
書
に
は
、

前
詩
平
仄
相
違
あ
り
訂
正
労
二
三
書
添
申
候

黒
潮
涵
海
角
山
抱
温
泉
郷
冬
半
不
知
凍
気
気
橘
柚
黄

（下
略
）

（
一
九
四
〇
年

一
月
十

一
日
付
）

猶
こ
の
際
御
願
致
し
た
い
こ
と
は
　
い
つ
か
私
に
つ
い
て
御
作
詩
が
あ

り
ま
し
た
が
　
あ
れ
を
是
非
書
い
て
御
恵
与
下
さ
い
　
御
願
致
し
ま

す
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貧

九
四

一
年
三
月
四
日
付
）

中
島
敦
の
漢
詩

と
あ
り
、
中
島
が
実
際
に
勤
め
先
の
同
僚
と
断
続
的
に
漢
詩
の
往
復
を
し
て

い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
や
り
と
り
に
し
て
も
、
そ
の
対
象
と
な

っ
た
漢
詩

は
、
以
上
の
書
簡
文
面
か
ら
推
測
す
る
に
、
自
然
風
景
や
同
僚
教
師
を
詠
ん

だ
漢
詩
が
中
心
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
自
己
の
文
学
上

の
不
遇
を
あ
る
が
ま
ま
に
詠
ん
だ
も
の
は
、
中
島
に
よ
っ
て
堅
く
閉
ざ
さ
れ

人
目
に
触
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
島
に
は
、
歿
後
筑
摩
書
房

版
第

一
次
全
集
の
編
者
に
よ
り

「歌
稿
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
七
つ
の
歌

集
が
あ
り
、
毛
筆
で
清
書
さ
れ
、
製
本
さ
れ
た
後
に
親
し
い
友
人
に
回
覧
さ

れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
の
証
言
が
残

っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
和
歌
に
比
べ

れ
ば
、
中
島
の
漢
詩
の
披
露
の
場
は
か
な
り
限
定
的
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
和

歌
と
は
異
な
る
性
格
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

中
島
の
漢
詩
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
は
右
の
数
点
と
、
「手
帳
」
「別

帳
」
に
分
散
す
る
漢
詩
の
初
稿
と
断
片
、
お
よ
び

「手
帳
」
に
平
仄
を
書
き

記
し
た
も
の
、
そ
し
て
次
に
挙
げ
る

一
九
三
六
年

（昭
Ｈ
）
十

一
月
に
脱
稿

さ
れ
た

「狼
疾
記
」
の
一
節
し
か
な
い
。
そ
こ
で
の
博
物
教
師

・
三
造
が
、

そ
の
ま
ま
中
島
自
身
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
先
の
勤
務
先
で
の
滋
賀
氏

と
の
や
り
と
り
の
様
子
を
ふ
ま
え
て
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
参
考
ま
で
に

引
用
す
る
。
後
に

「山
月
記
」
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
表
現
も
あ
っ
て

興
味
深
い
が
、
や
は
り
漢
詩
そ
の
も
の
を
見
な
い
か
ぎ
り
中
島
に
と
っ
て
漢

詩
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

二
七



先
週
勤
め
先
の
学
校
で
国
漢
の
老
教
師
が
近
作
だ
と
い
ふ
七
言
絶
句
を

職
員
室
の
誰
彼
に
朗
読
し
て
聞
か
せ
て
ゐ
た
時
、
父
祖
伝
来
の
儒
家
に

育
つ
た
自
分
が
冗
談
半
分
そ
の
韻
を
ふ
ん
で
咄
嵯
に
酬
い
て
見
せ
た
。

そ
の
巧
拙
よ
り
も
、
方
面
違
ひ
の
若
い
博
物
教
師
が
そ
ん
な
事
を
し
て

見
せ
た
も
の
だ
か
ら
、
老
先
生
は
す
つ
か
り
驚
い
て
、
人
の
良
さ
さ
う

な
大
袈
裟
な
身
振
で
讃
め
上
げ
て
呉
れ
た
の
だ
が
、
全
く
、
そ
の
時
、

自
分
は
―
―
尊
大
な
る
べ
き
俺
の
自
尊
心
は
―
―
何
と
卑
小
な
喜
び
に

く
す
ぐ
ら
れ
た
こ
と
だ
ら
う
―
　
実
際
、
其
の
老
教
師
が
讃
め
た
言
葉

の
一
句

一
句
を
さ
ヘ
ハ
ツ
キ
リ
記
憶
し
て
ゐ
る
程
、
喜
ば
さ
れ
た
の
で

は
な
か
つ
た
か
。

四
　
漢
詩
に
現
れ
た

〈不
遇
意
識
〉
の
性
質

で
は
、
中
島
の
漢
詩
を
実
際
に
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
村
田
秀
明
氏

に
よ
り

「自
己
の
内
面
を
詠
ん
だ
漢
詩
」
と
分
類
さ
れ
た
も
の
を
挙
げ
て
み

た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
成
立
順
に
並
べ
て
み
た
場
合
、
内
容
の
上
で
ど
の

よ
う
な
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
分
析
す
る

（な
お
、
漢
詩
の

前
の
番
号
は
全
集
収
録
の
際
に
便
宜
上
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
。
ま
ず
、

一
九
二
八
年

（昭
１３
）
の
春
に
成
立
し
た
七
言
絶
句
、

十

一　
夜
懐

（そ
の
二
）

曾
嵯
文
章
沸
地
空
　
　
曽
て
嵯
く
　
文
章
地
を
払
ひ
て
空
な
る
を

菖
時
年
少
志
望
隆
　
　
旧
時
は
年
少
く
　
志
望
隆
か
り
き

二
八

―

　

　

　

　

　

　

　

　

　

―

十
有
餘
年

一
夢
中
　
　
十
有
余
年
は
　
一
に
夢
の
中

に
は
、　
一
九
二
七
年

（昭
２
）
十

一
月
、
「校
友
会
雑
誌
』
第
三

一
三
号

（第

一
高
等
学
校
）
に
習
作

「
下
田
の
女
」
を
発
表
し
て
以
来
、　
一
九
三
四

年

（昭
９
）
の

『中
央
公
論
」
原
稿
募
集
に
お
け
る

「虎
狩
」
選
外
佳
作
の

際
に
吐
露
し
た
も
ど
か
し
さ
に
満
ち
た
心
情
、
す
な
わ
ち
、

虎
狩
、
又
し
て
も
だ
め
な
り
。
但
し
何
と
か
佳
作
と
称
す
る
と
こ
ろ

に
、
は
ひ
つ
て
ゐ
る
。
な
ま
じ
つ
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
出
な
い
方
が

よ
か
つ
た
の
に
。
す
こ
し
い
や
に
な
る
。

を
経
て
も
な
お
、
喘
息
の
病
の
中
で

「文
誉
」
を
得
ら
れ
な
い
中
島
の
無
念

の
心
境
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

次
の
、　
一
九
三
九

（昭
１４
）
年

一
月
初
め
の
成
立
と
さ
れ
る
五
言
絶
句

や
、

四

攻
文
二
十
年
　
　
文
を
攻
む
る
こ
と
　
一
一十
年

‥

　

ｌ

‥

夜
偶
倦
絡
書
　
　
夜
偶
た
ま
　
書
を
絡
く
に
倦
み

―

　

―

―



ま
た
、
成
立
年
は
特
定
で
き
な
い
が
、
同
じ
く
星
を
詠
ん
だ
五
言
絶
句
、

（そ
の
二
と

の
漢
詩
に
表
出
し
て
い
る
よ
う
な
文
学
的
不
遇
の
経
験
を
起
点

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
が
世
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

〈不
遇
意
識
〉
ゆ
え
に
、
自
ら
を
と
り
ま
く
社
会
を

「俗
説
」
の
支
配
す
る

環
境
と
み
な
し
、
つ
い
に
は

「星
」
と
い
っ
た
何
ご
と
も
超
越
し
た
恒
久
的

な
存
在
に
目
を
向
け
る
、
と
い
う
構
図
が
見
出
せ
る
と
い
え
よ
う
。

五
　
詩
境
の
変
化
と

〈不
遇
意
識
〉
の
増
大

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
を
と
り
ま
く
社
会
を

「
俗
」
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
、
新
た
に
望
ま
し
い
境
地
や
志
を
求
め
よ
う
と
す
る
構
図
は
、
「
山
月

記
」
の
李
徴
に
お
い
て
も
同
じ
だ
っ
た
。
李
徴
は

「俗
悪
な
大
官
」
の
前
に

膝
を
屈
す
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
、
「人
と
交
を
絶
つ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に

耽
つ
た
」
が
、
そ
の
目
的
は

「詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
」
し
た

い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

（傍
点

・
引
用
者
）
。
こ
の

「
山
月
記
」
に
お
い

て
李
徴
を
と
ら
え
た
不
遇
の
あ
り
よ
う
は
、
大
き
く
三
点
に
分
類
で
き
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
第

一
に

「賤
吏
」
に
補
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
地
位
的
な

も
の
、
第
二
に

「詩
家
と
し
て
の
名
」
が
容
易
に
揚
ら
な
い
と
い
う
文
学
上

の
も
の
、
そ
し
て
第
三
に

「虎
」
に
姿
を
変
じ
た
た
め
に
味
わ
っ
た
運
命
的

な
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
二
の
文
学
的
な
失
望
感
は
、
中
島
本
人
の
漢
詩

に
現
れ
た

〈不
遇
意
識
〉
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
李
徴
と
い
う
人

物
に
込
め
ら
れ
た
中
島
の
深
い
共
感
の
一
つ
に
、
い
ま
だ

「文
誉
」
が
得
ら

れ
な
い
苦
境
の
う
ち
に
煩
悶
す
る

〈生
〉
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。

二
九

五

北
辰
何
太
廻

月
割
国
咽
嘲

莫
嘆
無
知
己

帽
ヨ
釧
劇
倒

さ
ら
に
、
同
じ
く
七
言
絶
句
、

八

干
生
瀬
拙
口
劉
例

牛
夜
仰
喬
日
倒
調

銀
漢
斜
奔
白
沙
茫

刻
刺
翻
欄
劇
硼
刻
測

北
辰
　
何
ぞ
太
だ
し
く
廻
ら
ん

曇知
己
無
き
を
嘆
く
こ
と
莫
か
れ

曇

聡
ど
の
慌
肥
　
馴
ｄ
癖
て―
．懺
鉗

半
夜
驚
を
仰
ぎ
て
　
嫌
誹
日
目
劉

鎧
滋
斜
め
に
剣
り
　
餓
湾
ぶー

に
は
、
明
ら
か
に
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
夜
空
に
連
め
く

「
天
狼
」
や

「星
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
「世
事
」
「人
事
」
「俗
説
」
と

い
っ
た
語
と
、
意
味
の
上
で
対
照
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
く
に
対
句
と

し
て
修
辞
上
も
対
照
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
中
島

は
、
自
嘲
し
な
が
ら
と
は
い
え
、
「世
事
」
に
対
し
て
背
を
向
け
る
姿
勢
、

い
わ
ば
逆
向
き
の
視
線
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
そ
の
逆
向
き
の
視
線
が
、
「十

一　
夜
懐

中
島
敦
の
漢
詩



は
た
、
中
島
の
文
学
的
な
落
胆
の
思
い
は
時
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
ま
す

ま
す
募
っ
て
い
く
傾
向
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
一
九
三
九
年

（昭

‐４
）
五
月
五
日
の
誕
生
日
に
成
立
し
た
五
言
律
詩
、

二
十

五
月
五
日
自
晒
戯
作

行
年
三
十

一　
　
行
年
　
一二
十

一

狂
生
迎
誕
辰
　
　
狂
生
　
誕
辰
を
迎
ふ

‥

ｆ

計

ｉ

　

ｌ

ｉ

種
花
窮
措
大
　
　
花
を
種
う
る
　
窮
措
大

０

矛

欝

‥

　

引

５

何
時
兎
赤
貧

　

何
れ
の
時
か
　
赤
貧
を
免
る
る

に
は
、
先
の
伯
父

・
斗
南
の
漢
詩
表
現
を
ふ
ま
え
て
、
自
ら
の
性
情
を
晒

い
、
つ
い
に

「天
公
」
と
い
う
造
物
主
に
ま
で
疑
い
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
、

運
命
的
な
失
意
を
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
中
島
の

〈不
遇
意
識
）
の
極

み
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
実
際
に
漢
詩
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
き
た
が
、
中
島
の
漢
詩

に
現
れ
た

〈不
遇
意
識
〉
は
、
大
き
く
三
つ
の
要
素
か
ら
成

っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
第

一
に
自
己
の
文
学
が
世
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
文
学

的
な
も
の
、
第
二
に
喘
息
の
病
に
よ
る
健
康
上
の
も
の
、
第
三
に
そ
う
し
た

三
〇

失
意
の

〈生
）
を
総
括
的
に
と
ら
え
た
こ
と
に
よ
る
運
命
的
な
も
の
で
あ

る
。
中
島
は
そ
の
漢
詩
に
お
い
て
、
と
く
に
周
囲
を

「俗
説
」
の
支
配
す
る

空
間
と
し
て
厳
し
く
退
け
る

一
方
で
、
逆
に
そ
の
周
囲
か
ら

「文
誉
」
を
得

た
い
と
願
う
矛
盾
の
中
に
自
己
の
内
面
を
発
見
す
る
の
で
あ
り
、
発
露
し
た

〈不
遇
意
識
〉
を
抑
え
よ
う
も
な
く
肥
大
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
漢
詩
に
み
え
る
こ
う
し
た

〈
不
遇
意
識
）
の
構
造
が
、
後
の

「
山
月

記
」
の
李
徴
の
形
象
に
際
し
て
直
接
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

だ
ろ
う
。

最
後
に
、
中
島
の
漢
詩
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
す
で
に
小
室
善

弘
氏
に
よ
り

「
こ
の
人
に
と

っ
て
漢
詩
は
作
品
と
し
て
公
け
の
読
者
の
目
に

さ
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
で
な
く
、
自
己

一
身
の
内
的
憂
間
の
表
白
、
憂
問

を
し
ず
め
る
安
全
弁
と
し
て
の
み
意
味
が
あ
つ
た
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、

ま
た
、
村
田
秀
明
氏
は
、
中
島
と
同
様
に
中
国
古
典
に
通
じ
て
い
た
芥
川
龍

之
介
の
漢
詩
を

「作
家
生
活
の
慰
め
の
具
で
あ
り
、
社
交
の
具
で
あ
り
、
遊

戯
の
具
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
中
島
に
と

っ
て
漢
詩
は
真
剣
の
作
で
あ

る
。
（中
略
）
単
な
る
遊
び
、
慰
め
の
具
な
ど
で
は
な
く
、
雌
伏
期
の
思
う

に
ま
か
せ
ぬ
自
己
の
内
面
の
煩
間
を
吐
露
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
具
で
あ

っ

た
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
両
氏
の
見
解
に
首
肯
す
る
も
の
で
あ
る
。
村
田

氏
は
さ
ら
に
、
と
く
に
自
己
の
内
面
を
詠
ん
だ
漢
詩
に
つ
い
て
、
「何
か
で

紛
ら
わ
せ
て
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
苦
し
い
内
面
の

煩
間
、
焦
燥
感
を
表
出
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
可
能
性
を
信
じ
将
来
雄
飛
の

時
動
を
耐
忍
し
て
待
ち
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
思
い
、
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
後
の
文
学
的
開
花
を
ふ
ま
え
て
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。



こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
中
島
に
と

っ
て
漢
詩
と

は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た

〈家
学
〉
の
衰
頼
と
い
う
明
治
の
近
代
化
の
裏
面

に
お
い
て
、
旧
時
代
を
引
き
ず

っ
た
ま
ま
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
漢
学
者

の
末
裔
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
宿
命
の
あ
り
よ
う
を
、
現
下
の
文
学
的
な

不
遇
の
経
験
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
人
知
れ
ず
確
認
す
る
表
現
手
段
の

一
つ

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
内
面
を
詠
ん
だ
漢
詩
に
は
、
そ
れ
だ

け
に
重
い

〈家
学
）
の
歴
史
性
と
切
実
な
文
壇
登
場
前
の
中
島
の

〈不
遇
意

識
）
の
諸
相
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

中
島
は

「山
月
記
」
で

「詩
家
と
し
て
の
名
」
が
容
易
に
揚
が
ら
な
い
と

い
う
失
意
に
苛
ま
れ
る
中
で
、
つ
い
に
虎
に
変
身
し
て
し
ま
う
李
徴
と
い
う

男
の
姿
を
描
い
た
。
ま
た
中
島
の
残
し
た
わ
ず
か
な
漢
詩
か
ら
、
中
島
が
い

か
に
社
会
と
関
わ
っ
て
い
た
か
を
見
た
場
合
、
中
島
自
身
も

「山
月
記
」
の

李
徴
と
同
じ
よ
う
に

〈不
遇
意
識
〉
を
募
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
、
興
味
深
い

事
実
で
あ
る
。

中
島
の
漢
詩
か
ら
は
、
中
島
の
社
会
と
の
独
特
の
関
わ
り
方
や
距
離
感
、

そ
し
て
、
作
家
と
し
て
文
壇
登
場
を
果
た
す
ま
で
に

〈不
遇
意
識
〉
と
ど
の

よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
が
は
っ
き
り
と
読
み
と
れ
る
。
中
島
に
と

っ

て
漢
詩
と
は
、
「
山
月
記
」
が
世
に
出
る
ま
で
の

〈不
遇
意
識
〉
を
表
現
す

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
伯
父

・
斗
南
の
漢

詩
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
近
代
化
の
中
で
衰
額
し
て
い
く

〈家
学
〉
と
の

中
島
敦
の
漢
詩

つ
な
が
り
を
自
己
に
直
接
的
に
確
認
さ
せ
る
手
段
で
も
あ
っ
た
と
意
義
づ
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
漢
詩
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て

〈家

学
〉
の
歴
史
性
や
自
ら
の

〈不
遇
意
識
〉
の
諸
相
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ

Ｚの
。中

国
古
典
の
豊
か
な
素
養
に
根
ざ
し
た
中
島
文
学
を
よ
り
深
く
理
解
す
る

た
め
に
も
、
中
島
に
と

っ
て
の

「世
事
」
「
人
事
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、

ま
た
、
漢
詩
と
い
う
形
式
を
通
し
て
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

〈不
遇
意

識
〉
の
そ
の
後
の
展
開
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

主
（１
）
初
出
は
、
筑
摩
書
房
版
第

一
次

『中
島
敦
全
集
』
第
三
巻

（筑

摩
書
房
、　
一
九
四
九

・
六
）
で
あ
る
。

（２
）
註

（１
）
に
同
じ
。

（３
）
国
民
文
庫
刊
行
会
編

『国
訳
漢
文
大
成
』
〈文
学
部
第
十
二
巻
晋

唐
小
説
〉
（国
民
文
庫
刊
行
会
、　
一
九
二
〇

。
一
二
）
所
収
の
も
の

が

「山
月
記
」
の
典
拠
と
さ
れ
る
。

（４
）
訓
読
は
、
前
野
直
彬
編

『唐
詩
鑑
賞
辞
典
』
（東
京
堂
出
版
、　
一

九
七
〇

。
九
）
所
収
の
も
の
に
拠
っ
た
。

（５
）
佐
々
木
充

「
中
島
敦
の
出
自
に
つ
い
て
」
翁
方
位
』
第
二
号
、

一
九
八

一
。
四
）
、
村
山
吉
廣

「
中
島
撫
山
」
亀
評
伝

・
中
島
敦
―

家
学
か
ら
の
視
点
』
所
収
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二

・
九
）
に

詳
し
い
。

〓
一
一



（６
）
村
山
吉
廣

「
中
島
撫
山
の

『幸
魂
教
舎
〓

（
『新
し
い
漢
文
教

育
』
創
刊
号
、　
一
九
八
五

・
一
〇
）

（７
）
訓
読
は
、
村
山
吉
廣

「
中
島
撫
山
小
伝
」
翁
中
島
撫
山
小
伝
』

〈鷲
宮
町
教
育
委
員
会
調
査
報
告
書
第
二
集
〉
鷲
宮
町
教
育
委
員

会
、　
一
九
八
三

・
三
）
所
載
の
も
の
に
拠
っ
た
。

（８
）
村
田
秀
明

「
中
島
敦
の
漢
詩
の
成
立
」
翁
国
語
国
文
学
研
究
』

第
十
七
号
、　
一
九
八
二

・
三
）

（９
）
郡
司
勝
義

「解
題
」
（筑
摩
書
房
版
第
二
次

『中
島
敦
全
集
』
第

二
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、　
一
九
七
六

・
五
）

（１０
）
氷
上
英
廣

「解
説
」
（現
代
教
養
文
庫

『中
島
敦
選
集
』
第
三
巻

「幸
福
」
所
収
、
社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
、　
一
九
五
三

・
四
）

（ｎ
）
村
田
秀
明

「中
島
敦
と
芥
川
龍
之
介
の
漢
詩
」
（田
鍋
幸
信
編
著

『中
島
敦

・
光
と
影
』
所
収
、
新
有
堂
、　
一
九
八
九

・
三
）

（‐２
）
以
下
、
訓
読
は
村
田
秀
明

「
中
島
敦
の
漢
詩
研
究
」
亀
方
位
』

第
二
号
、　
一
九
八

一
・
四
）
所
載
の
も
の
に
拠
っ
た
。

（‐３
）
氷
上
英
廣
宛
葉
書

（
一
九
三
四
年
七
月
十
七
日
付
）

（
‐４
）
川
村
湊

「
天
狼
没
す
」
翁
狼
疾
正
伝
―
中
島
敦
の
文
学
と
生

涯
』
所
収
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
九

・
六
）
に
も
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。

（‐５
）
小
室
善
弘

「中
島
敦
漢
詩
研
究
」
（埼
玉
県
立
浦
和
西
高
等
学
校

「研
究
集
録
』
第
九
集
、　
一
九
七
八

・
三
）

（‐６
）
註

（Ｉ
）
に
同
じ
。

（‐７
）
註

（Ｈ
）
に
同
じ
。

〓
一二

付
記本

文
、
書
簡
の
引
用
は
、
す
べ
て
筑
摩
書
房
版
第
三
次

『中
島
敦
全

集
』
全
三
巻
お
よ
び
別
巻

（筑
摩
書
房
、
二
〇
〇

一
・
一
〇
～
二
〇
〇

二

・
五
）
に
拠

っ
た
。
そ
の
際
、
原
則
と
し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
、

ル
ビ
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

な
お
、
本
稿
は

「″
記
念
中
日
邦
交
正
常
化
三
十
周
年
″
中
日
古
代

詩
歌
交
流
会
」
含
一〇
〇
二
年
十
二
月
十
九
日
、
主
催

・
浙
江
師
範
大

学
人
文
学
院
、
於

・
浙
江
師
範
大
学
）
に
お
け
る
講
演

「中
島
敦
の
漢

詩
」
を
基
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
通
訳
を
し
て
下
さ
っ
た

陳
愛
国
先
生

（浙
江
師
範
大
学
外
国
語
学
院
）
を
は
じ
め
、
会
場
で
ご

教
示
頂
い
た
方
々
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（は
し
も
と

・
ま
さ
し
　
本
学
非
常
勤
講
師
）


