
っ
た
友
人
の
消
息
を
通
じ
て
一
つ
一
つ
確
認
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
第
一
一
句
以
降
の
衛
八
の
子
供
た
ち
に
焦
点
を
当
て
て
詠
じ
た

四
句
は
、
結
婚
し
て
子
供
を
も
う
け
家
庭
を
築
く
と
い
う
、
世
間
的
に
は

無
名
の
一
人
の
男
が
た
ど
っ
た
二
十
年
の
歳
月
の
重
み
を
、
ず
っ
し
り
と

確
か
な
手
触
り
で
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、『
礼
記
』
の
語
彙
を
ち

り
ば
め
た
子
供
た
ち
と
の
応
答
の
描
写
か
ら
は
、
躾しつけの
行
き
届
い
た
衞
八

の
子
供
た
ち
と
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
杜
甫
の
温
か
い
眼
差
し
も
感
じ
ら
れ

よ
う
。

一
五
句
以
下
の
第
三
段
で
は
、
衛
八
一
家
の
歓
待
の
さ
ま
と
そ
れ
を
受

け
る
杜
甫
の
心
の
動
き
と
が
、
具
体
的
な
細
部
の
描
写
を
重
ね
る
よ
う
に

描
か
れ
る
。
中
で
も
、
第
一
七
・
一
八
句
の
食
べ
物
の
描
写
は
、
雨
に
濡

れ
た
韮
の
鮮
や
か
な
緑
、
炊
き
た
て
の
飯
に
ま
じ
る
大
粟
の
つ
や
や
か
な

黄
色
ま
で
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
、
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
。
詩
中
唯

一
の
こ
の
素
朴
な
対
句
の
う
ち
に
、
衛
八
の
心
の
こ
も
っ
た
歓
待
ぶ
り
が

余
す
と
こ
ろ
な
く
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
〇
句
末
の
「
十

」
の
語
を
次
句
の
冒
頭
に
繰
り
返
す
、

い
わ
ゆ
る
蝉せん
聯れん
体たい
の
技
法
も
巧
み
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
立
て
続
け
に

「
十

」
を
あ
お
る
衛
八
の
行
為
を
承
け
て
、
杜
甫
自
身
の
行
為
と
心
情

の
表
出
へ
と
主
体
の
転
換
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
、
と
も
に
再
会
の
喜
び

に
浸
っ
て
い
る
主
客
の
心
の
う
ち
そ
と
を
活
き
い
き
と
描
き
出
し
て
い

る
。
そ
し
て
最
終
二
句
で
は
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
に
浸
る
杜
甫
の
胸
中

に
、
早
く
も
兆
し
た
離
別
の
悲
し
み
を
述
べ
て
一

の
結
び
と
す
る
。
冒

頭
と
末
尾
の
、
個
人
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
別
離
へ
の
慨
嘆
に
縁

ど
ら
れ
て
、
そ
の
間
に
描
か
れ
た
具
体
的
な
再
会
の
喜
び
が
一
層
輝
い
て

見
え
る
巧
み
な
構
成
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
桑
原
武
夫
「
杜
甫
の
『
贈
衞
八
處
士
』
に

つ
い
て
」（
吉
川
幸
次
郎
・
桑
原
武
夫
『
新
唐
詩
選
続
編
』
岩
波
新
書
、
一
九

五
四
年
）
が
分
析
批
評
的
手
法
を
用
い
て
詳
細
な
鑑
賞
を
行
っ
て
お
り
、

示
唆
に
富
む
。

坂
口
）

夢
李
白

二
首

其
一

李り
白はく
を
夢ゆめ
む

二に
首しゅ

其そ
の
一いち

死
別
已
呑
声

死し
別べつ
は
已すで
に
声こゑ
を
呑の
め
ど
も

生
別
常
惻
惻

生せい
別べつ
は
常つね
に
惻そく
惻そく
た
り

江
南
瘴
癘
地

江こう
南なん
は
瘴しょう
癘れい
の
地ち

逐
客
無
消
息

逐ちく
客かく
消しょう
息そく
無な
し

故
人
入
我
夢

故こ
人じん
我わ
が
夢ゆめ
に
入い
り

明
我
長
相
憶

我われ
の
長なが
く
相あひ
憶おも
ふ
を
明あき
ら
か
に
す

杜 甫



恐
非
平
生
魂

恐おそ
ら
く
は
平へい
生ぜい
の
魂
たましひに

非あら
ざ
ら
ん

路
遠
不
可
測

路みち
遠とほ
く
し
て
測はか
る
べ
か
ら
ず

魂
来
楓
林
青

魂
たましひ来き

た
れ
ば
楓ふう
林りん
青あを
く

魂
返
関
塞
黒

魂
たましひ

返かへ
れ
ば
関かん
塞さい
黒くろ
し

今
君
在
羅
網

今いま
君きみ
は
羅ら
網もう
に
在あ
り

何
以
有
羽
翼

何なに
を
以もっ
て
羽う
翼よく
有あ
る
や

落
月
満
屋
梁

落らく
月げつ
屋おく
梁りょうに
満み
ち

猶
疑
照
顔
色

猶な
ほ
顔がん
色しょくを
照て
ら
す
か
と
疑うたがふ

水
深
波
浪
闊

水みづ
深ふか
く
し
て
波は
浪ろう
闊ひろ
し

無
使
蛟
竜
得

蛟こう
竜りゅうを
し
て
得え
し
む
る
こ
と
無な
か
れ

李
白
を
夢
に
み
て

二
首

其
の
一

死
別
は
も
は
や
声
を
押
し
殺
し
て
耐
え
る
し
か
な
い
が
、
生
き
別
れ
は

い
つ
ま
で
も
心
が
い
た
む
。

江
南
は
熱
病
を
引
き
起
こ
す
毒
気
の
た
ち
こ
め
る
土
地
、
そ
こ
に
放ほう
逐ちく

さ
れ
た
旅
人
か
ら
は
何
の
便
り
も
な
い
。

そ
の
旧
友
が
私
の
夢
に
現
れ
、
私
が
あ
な
た
を
い
つ
ま
で
も
思
い
続
け

て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
た
。

ど
う
も
日
ご
ろ
の
魂
と
は
違
う
よ
う
だ
が
、
道
の
り
が
遠
い
の
で
推
し

測
り
よ
う
も
な
い
。

魂
が
や
っ
て
き
た
と
き
江
南
の
楓
樹
の
林
は
青
々
と
茂
り
、
魂
が
帰
っ

て
ゆ
く
と
き
辺
境
の
秦しん
州しゅうの
町
は
黒
々
と
横
た
わ
る
。

今
、
あ
な
た
は
囚
わ
れ
の
身
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
翼
を
得
て
こ
こ

に
来
ら
れ
た
の
か
。

傾
き
か
け
た
月
の
光
が
部
屋
の
梁はり
の
あ
た
り
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
ま
だ
あ

な
た
の
顔
を
照
ら
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

長
江
の
水
は
深
く
波
が
は
て
し
も
な
く
広
が
っ
て
い
る
。
ど
う
か
蛟
竜

の
餌え
食じき
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。

○
呑
声

悲
し
み
の
声
を
押
し
殺
す
。
忍
び
な
く
。
南
朝
宋
・
鮑
照
「
擬ぎ
行こう

路ろ
難なん
十
八
首

其
四
」
に
「
心
は
木ぼく
石せき
に
非あら
ざ
れ
ば
豈あ
に
感かん
無な
か
ら
ん
や
、

声
を
呑の
み
躑てき
躅ちょく
し
て
敢あ
へ
て
言
は
ず
」
と
あ
り
、
杜
甫
「
哀
江
頭
」
に
も

「
少しょう
陵りょう
の
野や
老ろう
声
を
呑
み
て
哭こく
す
」
の
句
が
見
え
る
。
○
生
別

生
き
別

れ
。『
楚
辞
』
九
歌
「
少
司
命
」
に
「
悲
し
み
は
生せい
別べつ
離り
よ
り
も
悲
し
き
は

莫な
し
」
と
あ
る
。
○
惻
惻

心
が
い
た
む
さ
ま
。
○
江
南

長
江
の
南
岸
一

帯
の
地
。
李
白
は
、
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
に
じん

陽よう
（
江
西
省
九きゅう
江こう
市
）
の
獄

に
投
じ
ら
れ
た
。
○
瘴
癘

南
方
の
地
に
た
ち
こ
め
る
毒
気
（
瘴
気
）
に
よ

っ
て
お
こ
る
と
考
え
ら
れ
た
熱
病
。
隋
・
孫
万
寿
「
江こう
南なん
に
遠えん
戍じゅ
し
て
京けい
邑ゆう

の
親
友
に
寄よ
す
」
に
「
江
南
は
瘴しょう
癘れい
の
地
、
従じゅう
来らい
逐ちく
臣しん
多
し
」
と
あ
る
。

○
逐
客

罪
を
得
て
放
逐
さ
れ
た
旅
人
。
李
白
を
い
う
。
○
長
相
憶

い
つ

杜甫 詩の世界



ま
で
も
李
白
を
思
い
続
け
る
。「
相
」
は
、
動
詞
の
上
に
つ
い
て
動
作
の
及

ぶ
対
象
が
あ
る
こ
と
を
示
す
接
頭
語
。
古
楽
府
「
飲
馬
長
城
窟
行
」（『
文
選
』

巻
二
七
）
に
「
上
に
は
餐さん
食しょく
を
加
へ
よ
と
有
り
、
下
に
は
長
く
相あひ
憶おも
ふ
と
有

り
」
と
あ
る
。
○
平
生
魂

普
段
の
李
白
の
魂
。
○
楓
林

楓
樹
の
林
。

「
楓
」
は
、
マ
ン
サ
ク
科
の
落
葉
高
木
。
李
白
が
い
る
江
南
の
風
物
。『
楚

辞
』
宋
玉
「
招
魂
」
に
「
湛たん
湛たん
た
る
江こう
水すい
上うえ
に
楓ふう
有
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、

魏
・

籍
「
詠
懐
詩
十
七
首

其
十
七
」（『
文
選
』
巻
二
三
）
に
「
湛たん
湛たん
た
る

長
江
の
水
、
上うえ
に
楓ふう
樹じゅ
の
林
有
り
」
と
あ
る
。
○
関
塞

国
境
地
帯
に
あ
る

関
所
と
要
塞
。
辺
境
の
町
で
あ
る
秦
州
を
さ
す
。
○
羅
網

鳥
を
捕
ら
え
る

網
。
な
お
、
清
・
仇きゅう
兆ちょうごう
『
杜
詩
詳
注
』
で
は
、「
今
君
在
羅
網
、
何
以
有

羽
翼
」
の
二
句
を
「
恐
非
平
生
魂
、
路
遠
不
可
測
」
の
前
に
置
く
。
○
蛟
竜

竜
の
一
種
。
水
中
に
住
む
竜
。
み
ず
ち
。

◎
詩
型

五
言
古
詩

◎
韻
字

惻ショク・
息ソク
・
憶オク
・
測ソク
・
黒コク
・
翼ヨク
・
色ショク・
得トク

（
入
声
一
三
職
）

至
徳
元
載
（
七
五
六
）、
粛
宗
の
弟
の
永
王
李り
りん

が
江
南
で
挙
兵
す
る

と
、
廬ろ
山ざん
に
隠
棲
し
て
い
た
李
白
は
請
わ
れ
て
そ
の
幕
僚
と
な
る
。
し
か

し
、
永
王
の
軍
が
政
府
か
ら
反
乱
軍
と
し
て
討
伐
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
李

白
も
反
逆
罪
に
問
わ
れ
て

陽
（
江
西
省
九
江
市
）
の
獄
に
繋
が
れ
、
乾

元
元
年
（
七
五
八
）
に
は
夜や
郎ろう
（
貴き
州しゅう
省
桐とう
梓し
県
）
に
流
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
配
所
に
赴
く
途
中
で
大たい
赦しゃ
に
遭
っ
た
李
白
は
、
こ
の

詩
が
作
ら
れ
た
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
秋
に
は
す
で
に
自
由
を
得
て
、
長

江
を
下
り
な
が
ら
気
ま
ま
な
旅
を
続
け
て
い
た
が
、
遠
く
秦
州
（
甘かん

粛
しゅく

省
天てん
水すい
市
）
に
あ
っ
た
杜
甫
は
ま
だ
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
た
ら
し

い
。
詩
は
、
そ
う
し
た
あ
る
夜
、
李
白
の
夢
を
見
て
作
っ
た
二
首
連
作
の

第
一
首
で
あ
る
。

詩
の
冒
頭
四
句
は
、『
杜
詩
詳
注
』
に
「
首
は
夢
を
致
す
の
由
を
叙

す
。」
と
注
す
る
よ
う
に
、
李
白
の
夢
を
見
る
に
至
っ
た
理
由
を
述
べ
た

部
分
で
あ
る
。
死
別
に
も
ま
し
て
心
い
た
む
の
が
生
別
で
あ
る
と
す
る
認

識
は
、
消
息
の
わ
か
ら
ぬ
李
白
へ
の
気
遣
い
と
な
っ
て
第
五
句
以
降
に
具

体
的
に
展
開
す
る
。

第
五
句
か
ら
第
一
二
句
ま
で
は
、
夢
に
現
れ
た
李
白
の
様
子
を
述
べ

る
。
長
く
憶
い
続
け
て
い
た
杜
甫
の
気
持
ち
に
応
え
る
よ
う
に
夢
に
現
れ

た
李
白
は
、
し
か
し
、
い
つ
も
の
様
子
と
は
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
杜
甫

の
不
安
を
か
き
た
て
る
。「
恐
非
平
生
魂
」
の
句
は
、
そ
の
死
を
危
惧
す

る
杜
甫
の
心
の
動
き
を
よ
く
伝
え
て
い
よ
う
。
ま
た
、
第
九
・
一
〇
句
の

対
句
は
、
李
白
の
魂
が
や
っ
て
来
る
時
と
帰
っ
て
い
く
時
の
情
景
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
が
、「
青
」「
黒
」
と
い
う
色
彩
表
現
が
、
夢
の
中
の
幻
の

情
景
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
て
効
果
的
で
あ
る
。

第
一
三
句
以
下
の
結
び
の
四
句
は
、
夢
か
ら
覚
め
て
の
李
白
へ
の
思
い

を
述
べ
る
。
目
覚
め
る
と
、
沈
み
か
け
た
月
の
光
が
屋
内
い
っ
ぱ
い
に
差

し
込
ん
で
お
り
、
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
李
白
の
残
像
が
そ
こ
に
あ
る

か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
夢
か
ら
覚
醒
し
た
直
後
の
、
夢

と
現
実
の
あ
わ
い
に
あ
る
朦
朧
と
し
た
精
神
の
状
態
を
伝
え
て
い
る
か
の

杜 甫



よ
う
な
、
印
象
的
な
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
残
像
が
消
え
た
と
き
、

李
白
の
魂
が
帰
っ
て
ゆ
く
波
浪
さ
か
ま
く
長
江
の
広
大
な
流
れ
を
思
い
、

ひ
た
す
ら
そ
の
身
を
案
じ
る
言
葉
を
も
っ
て
詩
を
結
ぶ
。
こ
こ
に
う
た
わ

れ
て
い
る
「
蛟
竜
」
は
、
李
白
を
待
ち
受
け
て
い
る
政
治
的
危
険
の
象
徴

で
も
あ
ろ
う
。

友
人
が
陥
っ
て
い
る
苦
難
の
境
遇
に
心
痛
め
る
そ
の
繊
細
な
感
受
性

が
、
夢
の
中
の
幻
想
の
情
景
を
描
く
感
覚
的
な
表
現
と
相あい
俟ま
っ
て
、
一

種
、
異
様
な
美
し
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
一

で
あ
る
。

其
二

其そ
の
二に

浮
雲
終
日
行

浮ふ
雲うん
終しゅう
日じつ
行ゆ
く

遊
子
久
不
至

遊ゆう
子し

久ひさ
し
く
至いた
ら
ず

三
夜
頻
夢
君

三さん
夜や

頻しき
り
に
君きみ
を
夢ゆめ
む

情
親
見
君
意

情じょう
親しん
君きみ
が
意い
を
見み
る

告
帰
常
局
促

帰かへ
る
を
告つ
げ
て
常つね
に
局きょく
促そく
た
り

苦
道
来
不
易

苦ねんごろ
に
道い
ふ

来き
た
る
は
易やす
か
ら
ず

江
湖
多
風
波

江こう
湖こ
に
は
風ふう
波は
多おほ
く

舟
楫
恐
失
墜

舟しゅう
楫しゅうの
失しっ
墜つい
せ
ん
こ
と
を
恐おそ
る
と

出
門
掻
白
首

門もん
を
出い
で
て
白はく
首しゅ
を
掻か
く

若
負
平
生
志

平へい
生ぜい
の
志
こころざしに

負そむ
く
が
ご
と
し

冠
蓋
満
京
華

冠かん
蓋がい
京けい
華か
に
満み
つ
る
に

斯
人
独

斯こ
の
人ひと
独ひと
りしょうすい
す

孰
云
網
恢
恢

孰たれ
か
云い
ふ

網あみ
恢かい
恢かい
た
り
と

将
老
身
反
累

将まさ
に
老お
い
ん
と
し
て
身み
は
反かへ
っ
て
累つみ
せ
ら
る

千
秋
万
歳
名

千せん
秋しゅう
万ばん
歳ざい
の
名な

寂
寞
身
後
事

寂せき
寞ばく
た
り

身しん
後ご
の
事こと

巻
三
）

其
の
二

空
に
浮
か
ん
だ
雲
が
終
日
流
れ
て
ゆ
き
、
旅
人
で
あ
る
あ
な
た
は
長
ら

く
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
こ
の
三
晩
は
立
て
続
け
に
あ
な
た
の
夢
を
見
た
。
そ
の
親
愛
の

情
に
よ
っ
て
あ
な
た
の
私
を
思
う
気
持
ち
の
深
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

別
れ
を
告
げ
て
は
い
つ
も
落
ち
着
か
な
い
様
子
で
、
し
き
り
に
訴
え

る
、「
こ
こ
ま
で
来
る
の
は
容
易
で
は
な
い
、

江
南
の
川
や
湖
の
あ
た
り
は
風
や
波
が
多
く
、
船
が
転
覆
す
る
の
が
心

杜甫 詩の世界



配
だ
。」
と
。

門
を
出
て
白
髪
頭
を
掻
い
て
い
る
、
そ
の
姿
は
日
ご
ろ
の
思
い
に
た
が

っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

高
位
高
官
の
人
は
花
の
都
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
人
だ
け
は
や

つ
れ
て
い
る
。

い
っ
た
い
誰
が
「
天てん
網もう
恢かい
恢かい
」
な
ど
と
い
っ
た
の
か
。
老
年
に
な
ろ
う

と
し
て
そ
の
身
は
か
え
っ
て
罪
を
得
て
し
ま
っ
た
。

千
年
万
年
の
後
世
に
残
る
名
声
も
、
ひ
っ
そ
り
と
寂
し
い
死
後
の
こ
と

な
の
だ
。

○
浮
雲

空
に
浮
か
ぶ
雲
。
不
安
定
な
も
の
の
象
徴
。
○
遊
子

旅
人
。
李

白
を
い
う
。
無
名
氏
「
古
詩
十
九
首

其
一
」（『
文
選
』
巻
二
九
）
に
「
浮ふ
雲うん

白はく
日じつ
を
蔽おほ
ひ
、
遊ゆう
子し
顧こ
反はん
せ
ず
」
と
あ
る
。
ま
た
、
李
白
「
友
人
を
送
る
」

詩
に
も
「
浮
雲
遊
子
の
意
」
の
句
が
あ
る
。
○
情
親

情
愛
が
親
密
な
こ

と
。
李
白
の
杜
甫
に
対
す
る
親
愛
の
情
を
い
う
。
○
局
促

慌
た
だ
し
く
落

ち
着
か
な
い
さ
ま
。『
草
堂
詩
箋
』
は
、「
款かん
曲きょく
せ
ざ
る
を
言
ふ
な
り
」
と
注

す
る
。
○
江
湖

大
き
な
川
や
湖
。
こ
こ
で
は
、
李
白
の
い
る
江
南
の
地
を

い
う
。
○
舟
楫

舟
。「
楫
」
は
舟
の
か
じ
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
「
舟
楫
」

の
二
字
で
舟
の
意
。
○
掻
白
首

白
髪
頭
を
掻
く
。
頭
を
掻
く
の
は
、
強
い

不
安
や
焦
燥
を
示
す
し
ぐ
さ
。
○
冠
蓋

冠
と
馬
車
の
覆
い
。
高
位
高
官
の

人
を
い
う
。
○
斯
人

こ
の
人
。
李
白
を
い
う
。『
論
語
』
雍
也

に
、
難

病
に
な
っ
た
ぜん

伯はく
牛ぎゅうを
見
舞
っ
た
孔
子
が
「
命めい
な
る
か
な
、
斯こ
の
人
に
し
て

斯こ
の
疾やまひ
有
り
」
と
嘆
い
た
話
が
見
え
る
。
○

や
つ
れ
る
。『
楚
辞
』

屈
原
「
漁
父
」
に
「
顔がん
色しょく
しょう
すい

し
、
形けい
容よう
枯こ
こう

せ
り
」
と
あ
る
。
○
網
恢

恢

『
老
子
』
第
七
三
章
に
見
え
る
「
天
網
恢
恢
、
疎そ
に
し
て
失
は
ず
」
の

語
。
天
の
網
は
広
く
大
き
く
、
目
が
粗
い
よ
う
で
取
り
逃
が
す
こ
と
が
な
い

と
の
意
。
○
千
秋
万
歳
名

千
年
万
年
後
の
名
声
。
永
遠
に
伝
え
ら
れ
る
名

声
。
魏
・

籍
「
詠
懐
詩
十
七
首

其
十
二
」（『
文
選
』
巻
二
三
）
に
「
千せん
秋
しゅう

万ばん
歳ざい
の
後のち
、
栄えい
名めい
安いづ
く
に
か
之ゆ
く
所ところ
ぞ
」
と
あ
る
。
○
寂
寞

ひ
っ
そ
り
と

寂
し
い
さ
ま
。
○
身
後

死
後
。

◎
詩
型

五
言
古
詩

◎
韻
字

至ジ
・
意イ
・
易イ
・
墜ツイ
・
志シ
・
スイ

・
累ルイ
・
事シ

（
去
声
四

）

乾
元
二
年

七
五
九
）
秋
、李
白
の
夢
を
見
て
の
連
作
二
首
の
第
二
首
。

冒
頭
四
句
は
、
第
一
首
と
同
じ
く
李
白
の
夢
を
見
る
に
至
っ
た
経
緯
を

述
べ
る
。
定
め
な
く
流
れ
ゆ
く
「
浮
雲
」
か
ら
「
遊
子
」
で
あ
る
李
白
の

境
遇
を
語
る
一
・
二
句
の
連
想
の
流
れ
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
間かん
然ぜん
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
三
・
四
句
で
は
、
そ
の
李
白
が
三
夜
連
続
で
夢
に
現
れ

た
こ
と
を
述
べ
て
、
自
身
へ
の
親
愛
の
情
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
。

続
く
五
句
か
ら
一
〇
句
ま
で
の
第
二
段
は
、
夢
に
お
け
る
李
白
の
訴
え

と
別
れ
際
の
表
情
が
描
か
れ
る
。
夢
の
中
の
李
白
は
日
ご
ろ
の
闊かっ
達たつ
な
彼

に
似
ず
、
慌
た
だ
し
く
行
路
の
苦
難
を
訴
え
、
不
安
に
満
ち
た
表
情
で
出

て
ゆ
く
。
夢
の
中
の
李
白
の
言
動
の
描
写
に
よ
っ
て
、
彼
が
置
か
れ
て
い

る
現
在
の
苦
境
を
切
迫
感
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
な

お
、
通
釈
で
は
、
清
・
仇きゅう
兆ちょう
ごう

が
「
帰
る
を
告
ぐ
の
四
句
は
、
夢
に
其

杜 甫



の
言
を
聞
く
。」（『
杜
詩
詳
注
』）
と
注
す
る
の
に
従
っ
て
、
第
六
句
の

「
来
不
易
」
か
ら
第
八
句
の
「
舟
楫
恐
失
墜
」
ま
で
を
李
白
の
言
葉
と
し

て
解
し
た
が
、「
来
不
易
」
の
み
を
李
白
の
言
と
し
、
第
七
・
八
句
は
そ

の
訴
え
を
聞
い
て
の
杜
甫
の
思
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
一
一
句
か
ら
末
句
ま
で
の
第
三
段
は
、
李
白
の
不
遇
の
運
命
に
対
す

る
憤
り
と
、
名
声
を
得
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
境
遇
へ
の
哀
惜
の

念
が
述
べ
ら
れ
る
。
中
で
も
「
孰
云
網
恢
恢
」
の
一
句
は
、『
史
記
』
伯

夷
伝
に
お
け
る
司
馬
遷
の
「
天
道
是
か
非
か
」
の
問
い
か
け
に
も
通
ず

る
、
人
間
の
運
命
の
不
条
理
に
対
す
る
激
し
い
憤
り
を
含
ん
で
い
よ
う
。

友
人
の
失
意
と
苦
境
を
自
己
の
痛
み
と
し
て
感
受
す
る
、
杜
甫
の
誠
実

さ
が
よ
く
示
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
夢
に
人
が
現
れ
る
と
い
う
現
象
を
、
当
時
の
人
々
は
ど
の

よ
う
に
し
て
起
こ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
当

時
の
人
々
は
、
相
手
が
こ
ち
ら
を
強
く
想
っ
て
い
た
り
、
こ
ち
ら
に
何
か

を
伝
え
た
か
っ
た
り
し
た
と
き
に
夢
に
現
れ
る
と
考
え
て
い
た
ふ
し
が
あ

る
。
例
え
ば
、『
後
漢
書
』
独
行
伝
の
范はん
式しょく・
張ちょう
しょう

の
逸
話
で
は
、
病

死
し
た
張

が
范
式
の
夢
に
現
れ
て
自
分
の
埋
葬
の
期
日
を
告
げ
て
い
る

し
、
東
晋
・
干かん
宝ぽう
『
捜そう
神じん
記き
』
に
も
、
死
者
が
夢
に
現
れ
て
何
か
を
訴
え

る
話
が
散
見
す
る
。
こ
の
「
夢
李
白
」
も
、
そ
う
し
た
当
時
の
夢
の
観
念

に
基
づ
い
て
い
る
と
見
る
な
ら
ば
、
第
二
首
の
「
三
夜
頻
夢
君
、
情
親
見

君
意
」
の
以
下
の
句
意
も
、
極
め
て
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
李
白
が
何

度
も
夢
に
現
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
杜
甫
の
こ
と
を
強
く
想
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
「
苦
道
」
の
後
に
示
さ
れ
る
自
己
の
苦
境
を
訴
え
ん
が

た
め
で
あ
っ
た
と
解
し
得
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
現
代
人
の
目
か

ら
は
幻
想
性
に
富
ん
だ
作
品
と
見
え
る
こ
の
詩
も
、
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
は
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

坂
口
）

天
末
懐
李
白

天てん
末まつ
に
て
李り
白はく
を
懐おも
ふ

涼
風
起
天
末

涼りょう
風ふう
天てん
末まつ
に
起お
こ
る

君
子
意
如
何

君くん
子し

意い
は
如
何
い
か
ん

鴻
雁
幾
時
到

鴻こう
雁がん
幾いく
時とき
か
到いた
る

江
湖
秋
水
多

江こう
湖こ

秋しゅう
水すい
多おほ
し

文
章
憎
命
達

文ぶん
章しょう
命めい
の
達たっ
す
る
を
憎にく
み

魑
魅
喜
人
過

魑ち
魅み

人ひと
の
過す
ぐ
る
を
喜よろこぶ

応
共
冤
魂
語

応まさ
に
冤えん
魂こん
と
共とも
に
語かた
ら
ん
と
し
て

投
詩
贈

羅

詩し
を
投とう
じ
て
べき

羅ら
に
贈おく
る
な
る
べ
し

巻
一
〇
）
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