
　

　

不
僻
歌
裏
断
人
腸

辞
せ
ず

歌
裏
に
人
の
腸
を
断
つ
を

　

　

ロ
ハ伯
有
腸
無
慮
断

只
だ
伯
る

腸
の
断

つ
所
無
き
有
る
を

(陳
師
道

木
蘭
花

「
陰
陰
雲
日
江
城
晩
」
)

よ

因
夢
脚
摘
手

夢
に
因

っ
て
脚
か
手
を
携
え

　

　

愚
書
績
断
腸

書
に
愚

っ
て
断
腸
を
続
く

(向
子
謳

南
歌
子

「梁
苑
千
花
齪
」)

唐詩 にお ける"断 腸"

と

い

っ
た

よ

う

に
、

"
断

腸

"

と

い
う

語

に

修

辞

的

な

バ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
を

加

え

る

よ

う

に

な

っ
た

ζ
と

で
あ

る

。

こ

こ

に

み
ら

れ

る

の

は

、

"
断

腸

"

の
内

包

す

る

も

の
を

拡

張

し

て
ゆ

く

と

い
う

傾

向

で
は

な
く

、

"
断

腸

"

と

い
う

固

定

し

た

形

に

様

々
な

修

辞

的

バ

リ

エ
ー

シ

ョ
ン
を

加

え

る

こ

と

に

よ

っ
て
効

果

を

生

み
出

し

、

悲

哀

や

憂

愁

を
新

た

な
角

度

か

ら

う

た

お

う

と

す

る
傾

向

と

い

え

よ
う

。

そ
し

て
、

そ

れ

は

詞

と

い
う

文

学

形

式

の
も

つ

一
面

を

窺

わ

せ

て
く

れ

る

よ

う

に
思

え

る

の

で
あ

る
。

〈
注

〉
(
12
)
た
だ
、
"
愁
腸
断
"
は
中
唐

以
後

に
割
と
よ
く
み
ら
れ
る
。

,

122σ り



123r1の

シ
ョ
ン
は
ま
だ
生
ま
れ

て
い
な
い
。

(
11
)

『
中
国
古
典
詩

に
お

け
る

「
春
」
と

「
秋
」
1
詩
的
時
間
意
識

の
異
同
を
中
心

に
ー
』

照
。

(
『東
方
学
』
第
六
十

七
輯
、

一
九
八
四
年

一
月
)
四
頁
参

む
す
び
に
か
え
て

第68輯人 文 研 究

唐
詩

に
お
け
る

"断
腸
4
と
春
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
、
以
上
述
べ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
唐
五
代
詞
や

宋
詞
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
『花
間
集
』
や

『南
唐
二
主
詞
』、

凋
延
巳

『
陽
春
集
』

の
用
例
を
み
る
と
、
唐
五
代
の
詞
も

晩
唐
期

の
詩
と
同
様

の
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
宋
詞
に
お
い
て
は
、
春
が
秋

よ
り
も
優
勢
だ
と
は
い

え
そ
う
だ
が
、
晩
唐
五
代
に
お
け
る
ほ
ど
の
差
は
な
い
。
唐
代
を
通
じ
て
そ
の
内
容
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
き
た

"断
腸
"
と
い
う
語
を
、
宋

詞
は
、
覇
旅
、
離
別
、
死
別
な
ど
と
い
っ
た
状
況
に
お
け
る
悲
哀
か
ら
傷
春
、
惜
春

の
情
ま
で
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
ト
ー
タ
ル
に
受

け
継
い
で
、
様
々
な
場
で
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宋
詞
に
お
い
て
、

"断
腸
"

と
い
う
語
の
内
包
す
る
も

の
が
さ
ら
に
ふ
え
た
り
、

あ
る
い
は
変
化
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、残
念
な
が
ら
ま
だ
語
る
べ
き
材
料
を
十
分
も
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
次

の
二
点
は
い
ま
指
摘
し

む

む

む

む

む

む

む

む

て
お

け

そ
う

で
あ

る

。

そ
れ

は

ひ
と

つ
に
は

、

"
愁

腸

断

"

"
柔

腸

断

"

"
離

腸
断

"

"
危

腸

断

"
と

い

っ
た

よ

う

に
、

"
腸

"

に
修

飾

語

を

(
12
)

か

ぶ

せ

る
例

が

目

に

つ
く

よ

う

に
な

っ
た

こ
と

で
あ

る

。

ま

た

ひ
と

つ
に
は

、

　

　

望
欲
断
時
腸
欲
噺

望
断
た
れ
ん
と
す
る
時
、
腸
断
た
れ
ん
ど
す

(欧
陽
修

玉
櫻
春

「春
山
敏
黛
低
歌
扇
」)

　

　

　

愁
腸
不
似
情
難
断

愁
腸
は
似
ず

情

の
断
ち
難
き
に

(同

鵠
踏
枝

「
一
曲
奪
前
開
電
扇
」)



唐詩 におけ る"断 腸"124α5ノ

込
ん
だ
詩
語
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
惜
春
詩
の
流
行
が
中
唐
以
後
に
著
し
く
な
り
、
晩
唐
に
至
る
と
盛

ハロ
　

ん

に
制

作

さ

れ

る

よ
う

に

な

る
、

と

い
う
松

浦

友

久

氏

の
指

摘

之
重

な

り
合

う
。

詩

語

と

し

て
安

定

し

た
地

位

を

得

た

常

用

語

彙

で
あ

っ

て
も

、

時

代

の
詩

的

風

土

の
中

で
、

そ

の
内

包

す

る
意

味
内

容

は
微

妙

に
変

化

や

増

幅

が

加

え

ら

れ

て

ゆ

く

も

の

で
あ

ろ

う

。

"
断

腸

"

と

い
う

語

も

そ
う

し

た

語
彙

の
ひ

と

つ
と

い

え

る

の
で

は

な

い
だ

ろ
う

か
。

〈
注
V

(
8
)
李
紳

(
4
)
、
朱
慶
鯨

(
1
)
、

雍
陶
、
李
遠

(
1
)
、
杜
牧

(8
)
、
許
渾

(
4
)
、
李
商
隠

(
18
)
、
喩
晃
、
劉
得
仁
、
醇
逢

(
3
)
、
趙

蝦

(
4
)
、

盧
肇
、
挑
鵠
、
項
斯
、
馬
戴
、
醇
能
、
韓
稼

(
1
)
、
李
群
玉

(
2
)
、
温
庭
箔

(
1
)
、
段
成
式
、
劉
駕
、
劉
槍
、
李
頻

、
李

郵
、
崔
珪

(
1
)
、
曹
鄭
、

儲
嗣
宗
、
干
武
陵
、
司
馬
孔
、
高
餅

(
1
)
、
干
漬
、
李
昌
符
、
注
遵
、

許
業
、
郡
謁

(
2
)
、
林
寛
、
皮
日
休

(
3
)
、
陸
亀
蒙

(
1
)
、
司
空
図

(
2
)
、

周
縣
、
最
夷
中
、
顧
雲
、
張
喬
、
曹
唐

(
2
)
、
来
鵠
、
李
山
甫

(
1
)
、
李
威
用
、
胡
曽
、
方

干
、
羅
鄭

(
1
)
、
羅
隠

(
4
)
、
羅
虹

(
1
)、
高

蜷
、

章

隅
、
秦
諾
玉
、
唐
彦
謙

(
2
)
、
周
朴
、
鄭
谷

(3
)
、
許
彬
、
崔
塗

(
2
)
、
韓
催

(
8
)
、
呉
融

(
12
)、
杜
萄
鶴

(
1
)
、
阜
荘

(
14
)
、
王
貞
白

、

張

蛾
、
翁
承
賛
、
黄
稲

(
1
)
、
般
文
圭
、
徐
蚤

(4
)
、
銭
瑚
、
喩
坦
之
、
崔
道
融

(
1
)、
曹

松
、
蘇
極
、
斐
説

(
1
)
、
李
洞

、
唐
求
、
干
鄭

、
周

曇
、
李
九
齢
。
な
お
、
温
庭
衝

の

「
楊
柳
枝
」

の
二
例
は
詞
に
お
け
る
例
と
し

て
除
外
し
た
。

(
9
)
他

の
二
例
は

「
残
牡
丹

」
「
惜
花
」
。

(
10
)

こ
の
形

の
用
法

は
す

で
に
梁
簡
文
帝

に
み
え

て
は

い
る

(注

(
3
)
)
。
す
な
わ
ち
、

む

り

む

年
還
樂
慮
満
、
春
鑑

思
復
生
、
桃
含
可
憐
紫
、
柳
登
噺
腸
青

(
春
日
)

で
あ

る
。
そ
し

て
、
お

そ
ら
く

こ
れ
を
意
識
し
た
用
例

が
初
唐
期

に
ひ
と

つ
み
ら
れ

る
。む

り

む

天
津
橋
外
陽
春
水
、
天
津
橋
上
繁
華
子
、

…
…
…
、
可
憐
楊
柳
傷
心
樹
、
可
憐
桃
李
噺

腸
花

(
劉
希
夷
、
公
子
行
)

が

そ
れ

で
あ
る
。
さ
ら

に
、
李
白
が

こ
れ
を
う
け

て
、

む

む

む

,

天
津
三
月
時
、
千
門
桃
與
李
、
朝
爲
噺
腸
花
、
暮
逐
東
流
水

(古
風
第
十
六
首
)

と
う
た

っ
た
の
が
、
管
見

で
は
盛
唐
に
お
け
る
唯

一
の
例

で
あ
る
。
し
か
も
、
劉
、
李

の
二
例
と
も
に
作
品
全
体

は
傷

春
や
惜
春

の
情

に
中
心
が
あ

る

の
で
は
な
く
、
春

の
点
描
と

い

っ
た
程

度
の
使

わ
れ
方

で
あ
る
。
簡
文
帝

の
例

の
方
が
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば

春
愁
に
近

い
の
で
あ
り
、
劉
、
李
は

そ

の
表
現
の
形
だ
け
を
借
用
し
た
も
の
と
み
え
る
。
ま
た
、
中
唐
期

に
も

戒
豆
に
ひ
と

つ
、

.

む

む

む

江
柳
噺
腸
色
、
黄
綜
垂
未
齊

(江
上
柳
送
人
)

の
例
が
あ

る
。

以
上
の
例

は
い
ず
れ
も
孤
立
し
た
例

で
あ
り
、

ま
た

"
断
腸

4
が
修
飾

し
て
い
る
の
は
柳
と
桃
李
の
み
で
あ

っ
て
、
晩
唐
期

の
よ
う
な

バ
リ

エ
ー
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と
な
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
梅

(
ひ
ろ
く
い
え
ば
春
の
花
)
は

"断
腸
"
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
春
は

"断
腸
"

の
季
節
な
の
だ
と
い
う
認
識
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
唐
詩
に
お
い
て
、

"断
腸
"

と
い
う
語
が
春
と
い
う
季
節
と
密
接
な
結
び
付
き
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た

が
、
こ
こ
で

"断
腸
"
と
秋
に

つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

管
見
で
は
、
唐
詩
に
お
い
て

"断
腸
"
と
い
う
語
と
、
た
と
え
ば
悲
秋
と
い

っ
た
感
情
と
を
密
接
に
作
品
の
中

で
結
び
付
け
て
表
現
し

た
例
は
ま
ず
な
い
。
例
外
と
し
て
、
白
居
易
の

大
抵
四
時
心
纏
苦

　

　

就
中
腸
断
是
秋
天

大
抵

四
時
は
心
総
て
苦
し
く
も

な
か
ん
つ
く

就
中
腸
断
す
る
は
是
れ
秋
天

(暮
立
)

が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、

"断
腸
"

と
い
う
語
が
本
来
的
に
表
わ
す

"
腸
が
断
ち
切
れ
る
ほ
ど

の
鋭
い
痛
み
の
感
覚
を
伴

っ
た
悲
哀
"
と
、
秋
と
い
う
季
節
が
我
々
に
感
ぜ
し
め
る
悲
哀
と
が
元
来

ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
付
き
や
す
い
か

ら
か
も
知
れ
な
い
。
つ
衷
り
、
詩
人
と
し
て
は
殊
更
に
秋
と

"断
腸
"
と
を
作
品
中
で
結
び
付
け
る
必
要
、
あ
る
い
は
魅
力
を
感
じ
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し

て
、
春
と
い
う
季
節
は
温
柔
な
感
覚
を
伴
う
。
そ
う
し
た
感
覚
と
本
来
鋭
い
悲
哀
を
表
わ

す

"断
腸
"
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
、
と
く
に
晩
唐
期
の
詩
人
た
ち
に
と

っ
て
、
小
さ
い
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
新
し
い
文
学
的
世
界

の
創
造
た
り
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
初
め
は
秋
と
い
う
季
節
の
中
で
の
悲
哀
、
そ
れ
も
覇
旅
や
別
離
、
死
別
な
ど
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
の
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉

で
あ

っ
た

"断
腸
"
が
、
中
唐
以
後
、
と
く
に
晩
唐
期
に
至

っ
て
、
春
と
い
う
温
柔
な
感
覚
に
包
ま
れ
た
中
で
の
憂
愁
や
悲
哀
を
も
取
り



(韓
踪
、
驕
谷
晩
望
)

は
花
咲
く
枝
を
修
飾
し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

唐詩 にお ける 黙断腸"

(1)(2)(3》

　

　

　

　

更
把
玉
鞭
雲
外
指
、
断
腸
春
色
在
江
南

(章
荘
、
古
離
別
)

　

　

　

月
明
無
睡
夜
、
花
落
断
腸
春

(呉
融
、
和
韓
致
光
侍
郎
無
題
三
首
四
十
韻
之

一
)

　

　

　

曾
逐
東
風
梯
舞
錘
、
樂
遊
春
苑
噺
腸
天

(李
商
隠
、
柳
)

こ
の
三
例
は
、
韓
稼
の
例
よ
り
も
さ
ら
に
広
が
り
を
も

っ
た
形
で
捉
え
ら
れ
た
春
を

"
断
腸
'
が
修
飾
し
た
も

の
で
あ
る
。

に
挙
げ
る
例
は
花
と

"断
腸
謬
が
結
び
付
い
て
い
る
の
だ
が
、
少
し
ひ
ね

っ
た
表
現
に
な

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
次

126r1の

共
月
已
爲
迷
眼
伴

　

　

　

與
春
先
作
噺
腸
媒

と
も
が
ら

月
と
巳
に
迷
眼
の
伴
と
為
り

た
め

な
か
だ
ち

な

春
の
与
に
先
に
断
腸
の
媒
と
作
る

(皮
日
休
、
行
次
野
梅
)

二
句
と
も
に
主
語
は

"
野
梅
"
で
あ
る
。
梅
は
初
春
に
咲
く
。
そ
こ
で
、
梅
は
諸
花
に
先
が
け
て
春
の

"断
腸

'
を
引
き
起

こ
す
媒
介
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(1)(2)(3)

◎

◎

◎

◎

芳
草
復
芳
草
、
断
腸
復
断
腸

(杜
牧
、
池
州
春
送
前
進
士
創
希
逸
)

　

　

一
度
逢
花

一
断
腸

(崔
塗

江
雨
望
花
)

　

　

二
月
春
風
最
断
腸

(羅
隙

逼
試
投
所
知
)

が
よ
い
例
で
あ
る
。
作
品
全
体
は
、
ω
は
送
別
、
働
は
覇
旅
、
㈹
は
試
験
を
目
前
に
し

て
知
己
を
頼
む
と
い
う
状
況
を
背
景
に
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ω
に
お
い
て
、
芳
草
と

"断
腸
"
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
対
句

の
平
行
性
を
通
し
て
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
句

が
同
語
反
復
と
い
う
単
純
な
形
を
と

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
か
え

っ
て
結
び
付
き
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
伽
、
㈹
は

一

句
の
中
で
春
の
花
や
春
の
風
が

"断
腸
"
と
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
と
く
に
鋤
は
、
盛
り
の
春
に
吹
く
風
は
最
も

"断
腸
"
だ
、

と
言
い
切

っ
た
形
で
あ
る
。

こ
れ
は
口
に
お
け
る
例
㈲
、
鰯
と
同
様
と
も
い
え
る
が
、
よ
り
簡
潔
に
か

つ
直
哉
的

に

"断
腸
"
が
春
の
景

物
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
"断
腸
～
"
と
い
う
形
で
、
"断
腸
"
が
春
や
そ
の
景
物
、
あ
る
い
は
春
に
関
連
し
た
語
を
限

定
修
飾
す
る
と
い
う
用
法
が
、
晩
唐
期
に
な

っ
て
目
立

つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
は
晩
唐
以
前
に
は
皆
無
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

ハリ
リ

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
複
数
の
詩
人
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
の
は
晩
唐
以
後
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
も
、

"
断
腸
"

と
春
と
の
結
び

付
き
が
詩
人
た
ち

の
間
で
安
定
し
た
認
識
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

公
子
王
孫
莫
來
好
、

　

　

　

嶺
花
多
是
断
腸
枝
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腸
噺
残
春
送
牡
丹

風
雨
敷
來
留
不
得

離
披
將
謝
忍
重
看

氣
慧
蘭
爵
香
初
減

零
落
雲
霞
色
漸
乾

借
問
少
年
能
幾
許

不
須
推
酒
厭
梧
盤

腸
断
し
て
残
春
牡
丹
を
送
る

し
ば
し

風
雨
数
ば
来
り
て
留
め
得
ず

ち

離
披
と
し
て
将
に
謝
ら
ん
と
す
る
を
重
ね
て
看
る
に
忍
び
ん
や

氣
慧
た
る
蘭
爵

香
初
め
て
城
じ

零
落
た
る
雲
霞

色
漸
く
乾
く

い
く
ば
く

借
問
す

少
年
能
く
幾
許
な
ら
ん

須
い
ず

酒
を
推
し
て
杯
盤
を
厭
う
を

田
の
丙
辰
年
と
は
乾
寧
三
年

(
八
九
六
)
で
、
章
荘
六
十

一
歳

の
作
。
鄭
州
の
郊
外
よ
り
城
内

へ
と
続
く
道
、

そ
こ
に
は
春
の
草
が
生

い
茂
り
、
紅
や
白
の
花
々
が
ひ
と
群
ま
た
ひ
と
群
と
見
え
る
。
芳
草
と
花
と
い
う
春
を
代
表
す
る
景
物
が
目
に
し
み
、
そ
こ
に
何
と
も
切

な
い
感
情
が
湧
き
あ
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
捌
は
さ
ら
に
明
確
な
形
で
春
愁
ゆ
え
の

"
断
腸
"
を
う
た

っ
て
い
る
。
㈹
、
凶
、
㈲
は
い

ず
れ
も
惜
花
、
ひ
ろ
く
い
え
ば
惜
春
の
情
を
う
た

っ
た
例
で
あ
る
。
"
腸
断
未
忍
掃
"
"腸
断
東
風
落
牡
丹
"

"
腸
断
残
春
送
牡
丹
"

の
句

が
、
惜
花

(惜
春
)
の
心
情
と
、"断
腸
"
と
の
密
接
な
結
び
付
き
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
㈲
の
李
建
勲
は
唐
末
か
ら
五
代

の
人
で
、
そ
の
今
に
伝
わ
る
詩
は
九
五
首
、

"断
腸
"

を
用
い
る
の
は
四
例
で
あ
る
が
、
す

べ
て
春
を
背
景
に
し

た
も

の
で
あ
り
、
か

つ

ロ
　
レ

三
例
ま
で
が
惜
花
の
情
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
晩
唐
期
以
後
、

"断
腸
"

が
傷
春
や
惜
春
、
惜
花
の
心
情
と
強
く
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
は
、
春
と
い
う
季
節

こ
そ
は

"
断
腸
"
を
喚
起
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
だ
、
と
い

っ
た
詩
的
認
識
が
、
詩
人
た
ち
の
間
で
成
立
し
て
い
た
と
推
測
さ
せ
て
く
れ
る
。

事
実
、
客
愁
や
別
離
等
の
悲
し
み
ゃ
愁
い
を
テ
ー

マ
と
し
た
作
品
に
お
い
て
も
、

一
句
あ
る
い
は
連
な

っ
た
二
句

の
中
で
、
春
の
景
物
(ど

く
に
花
や
芳
草
)
と

"断
腸
"
と
を
直
戴
に
結
び
付
け
て
表
現
す
る
こ
と
が
以
前
に
増
し
て
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
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人
稀
江
日
西

ヒ

　

　

春
愁
腸
已
断

歪

擁

子
規
蹄

別

落
花

高
閣
客
寛
去

小
園
花
齪
飛

参
差
連
曲
階

這
避
送
斜
暉

　

　

腸
断
未
忍
掃

眼
穿
価
欲
稀

芳
心
向
春
蓋

所
得
是
沽
衣

凶
◎
◎

か
た
む

人
稀
に
し
て
江
日
西
く

春
愁
に
腸
は
已
に
断
た
れ

子
規
の
哺
く
を
待
た
ず

李
商
隠

高
閣

客
寛
に
去
り

小
園

花
乱
れ
飛
ぶ

参
差
と
し
て
曲
階
に
連
な
り

這
逓
と
し
て
斜
暉
を
送
る

腸
断
し
て
未
だ
掃
く
に
忍
び
ず

う
が

な

眼
穿
た
れ
て
価
お
稀
な
ら
ん
と
す

芳
心
春
に
向
い
て
尽
きぬ

得
る
所
は
是
れ
衣
を
沽
ら
す
の
み

郡
庭
惜
牡
丹

腸
断
東
風
落
牡
丹

爲
鮮
爲
瑞
久
留
難

青
春
不
駐
堪
垂
涙

紅
腫
已
空
猶
碕
欄

㈲

晩
春
送
牡
丹

摘
賜
遜
客
邊
朱
關

、

徐
薫

ち

腸
断
す

東
風
牡
丹
を
落
ら
し

祥
を
為
し
瑞
を
為
す
も
久
し
く
留
ま
る
こ
と
難
し

な
が

青
春
駐
ま
ら
ず
し
て
涙
を
垂
す
に
堪
え
た
り

紅
艶
已
に
空
し
く
猶
お
欄
に
椅
る

李
建
勲

む
か

膓
を
携
え
客
を
遜
え
て
朱
關
を
邊
る

●



む

還
績

は
用
例
と
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

、

　四(

ハ　

ソ

晩
唐
期
に
お
け
る
用
例
は
、

『全
唐
詩
』

に
お
い
て
、
李
紳
以
下
の
八

一
人
中
、

三
三
人
に
み
ら
れ
、

計

一
一
五
例
を
得
た
。

そ
し

て
、
作
品
に
お
け
る
季
節
を
限
定
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
の
内
で
、
春
は
三
八
例
、
秋
は

一
二
例
で
あ
る
。

こ
こ
に
至

っ
て
、
春
の

秋
に
対
す
る
優
位
が
は

っ
き
り
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
五
代
の
用
例
で
あ
る
が
、
詩
人
の
数
も
作
品
の
数
も
少
な
く
、
数
字
を
挙
げ
て
も

比
較
に
な
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
晩
唐
期
に
付
随
し
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

脇噺

さ
て
、
晩
唐
期
に
至

っ
て
、

"
断
腸
"

と
い
う
語
は
春
と

の
結
び
付
き
を

一
層
固
く
す
る
わ
け
だ
が
、
傷
春
や
惜
春
な
ど
と
い
っ
た
、

%

春
や
そ
の
景
物
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
心
情
を

"断
腸
"
で
表
現
す
る
こ
と
も
、
中
唐
期
以
前
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
春
三
八
例
中
で
半

㈱

数
近
く
が
そ
れ
と
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

驕

ω

丙
辰
年
邸
州
遇
寒
食
城
外
醇
吟
五
首
之
二

章
荘

お
お

雛
陰
寒
食
足
遊
人

離
陰
の
寒
食

遊
人
足
く

う
る
お

金
鳳
羅
衣
爆
鷹
薫

金
鳳
の
羅
衣

爵
薫
湿
う

　

　

腸
噺
入
城
芳
草
路

腸
断
す

城
に
入
る
芳
草
の
路

淡
紅
香
白

一
璽
璽

淡
紅
香
白

一
群
群

仰

捌

嘉
陵

鄭
谷

卿

細
雨
灘
萎
妻

細
雨
妻
妻
た
る
を
湿
ら
し
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螢
鶯
轄
難
叢

　

　

可
憐
腸
噺
望

併
在
洛
城
東

㈹

桃
花

桃
花
深
淺
庭

似
句
深
淺
敦

　

　

春
風
助
腸
断

吹
落
白
衣
裳

鶯
を
労
し
て
艶
叢
に
転
ぜ
し
む

憐
れ
む
べ
し

腸
断
の
望

す
べ併

て
洛
城
の
東
に
在
り

元
積

桃
花

深
浅
の
処

と
と
の

深
浅
の
汝
を
匂
え
る
に
似
た
り

,
春
風

腸
断
を
助
け

吹
き
落
と
す

白
衣
裳

,

●

ω

の
例

で

は
惜

春

の
情

が

"
断

腸

"

と

い
う

語

に
荷

わ

さ
れ

て

い

る

と

い

え

よ
う

。

働

は

春
色

そ

の
も

の
を
詠

じ

た
作

品

で
あ

り
、

春

色

に

満

た

さ

れ

て
ゆ

く
情

景

を

"
断

腸

"

の
眺

め

だ

と

嘆

じ

て

い

る
。

㈲

は
惜

花

の
心

情

を

"
断

腸

"

で
表

現
し

て

い

る

も

の

で
あ

る
。
.

し

か

し

、

こ

の
よ

う

な

"
断

腸

"

の
用

法

は

ヰ

唐

期

で
は

ま

だ

わ

ず

か

で
あ

る
。

こ
れ

が
目

に

見

え

て

増
加

す

る

の

は

晩
唐

期

に

な

っ
て

か

ら

で
あ

る

。

そ

こ
で
、

次

に

は

晩

唐

期

の
例

に

つ
い

て

や

や
詳

し

く

述

べ

よ
う

。

〈
注
〉

(
7
)
劉
長
卿

(
3
)、

薦
穎
士
、
孟
雲
卿
、
章
応
物

(
1
)
、
李
嘉
祐

(
2
)
、
皇
甫
曽
、
銭
起

、
元
結

、
張
継
、
韓

翻

独
狐
及
、
郎
士
元

(
1
)
、
秦

系
、
厳
維
、
顧
況

(
4
)
、
歌
緯

(
上
)
、
戎
豊

(3
)
、
戴
叔
倫

(
5
)
、
盧
給
、
李
益

(
3
)
、
李

端

(
3
)
、
暢
當
、
楊
愚
、
楊
凝

(
1
)
、
楊
凌
、

司
空
曙
、
崔
嘱
、
張
南

史
、
王
建

(
1
)
、
劉
商

(
1
)
、
朱
湾
、
干
鵠
、
朱
放

(
2
)
、
武

元
衡

(
2
)
、
権
徳
輿

(4
)
、
羊
士
謂
、
楊
巨
源

(
1
)
、

令
孤
楚

(
1
)
、
袈

度
、
韓
愈

、
王
涯
、
陳

羽

(
3
)
、
欧
陽
鱈

(
3
)
、
柳
宗
元

(
1
)
、
劉
萬
錫

(
4
)
、

張
仲
素

、
呂
温

(
ユ
)
、
孟
郊

(3
)
、

張
籍
、
盧
全

(
3
)
、
李
賀

(
1
)
、
劉
叉
、
元
槙

(
16
)、

白
居
易

(
31
)
、
楊
衡

(
1
)
、
牟
融

、
劉
言

史

(
2
)
、
雍
裕
之

(
1
)
、
徐
凝

(
1
)
、

李
徳
裕

(
1
)
、
熊
儒

登
、
李

渉
、
陸
暢
、
飽
溶

(
2
)
、
寄
元
輿
、

股
尭
藩

(1
)
、
沈
亜
之
、
施
肩
吾

(
1
)
、
銚
合
、
周
賀
、
鄭
巣
、
章
孝
標

(
1
)
、

む

む

顧
非
熊
、
張
枯

・(
8
)
、
斐
夷
直
、

買
島
。

な
お
、
李

賀

の
用
例
を
注

(
2
)
松
浦
論
文
は

0
と
す

る
が
、

「有

所
思
」

:

琴

心
與
妾

腸
、
此
夜
断



す
る
心
情
や
そ
の
景
物
に
よ

っ
て
喚
起
さ
れ
る
感
情
が
、

"断
腸
"

と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
例
が
い
ぐ

つ
か
み
ち
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
傷
春
や
惜
春
あ
る
い
は
惜
花
と
い
っ
た
心
情
を
も
、

"断
腸
"

と
い
う
語
が
荷
う
よ
う
に
な
り

始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

唐詩におけ る"断 腸。132の

ω

慈
恩
寺
残
春

墜
林
花
已
壷

葉
色
占
残
芳

若
問
同
遊
客

　

　

高
年
最
噺
腸

働

詠
春
色

舗
覇
復
濠
濠

非
霧
満
晴
空

密
添
宮
柳
翠

暗
泄
路
桃
紅

榮
縣
光
乍
失

縁
陳
影
纏
通

夕
迷
鴛
枕
上

朝
漫
綺
弦
中

促
駆
馳
香
阻

歌
津

双
林

花
已
に
尽
き

葉
色

残
芳
を
占
む

若
し
同
遊
の
客
に
問
わ
ば

高
年

最
も
断
腸

楊
衡

講
露
復
た
濠
濠

非
霧

晴
空
に
満

つ

密
か
に
宮
柳
の
翠
を
添
え

暗
に
路
桃
の
紅
を
泄
ら
す

糸
を
繁

っ
て
光
乍
ち
失
わ
れ

隙
に
縁

っ
て
影
綾
か
に
通
ず

夕
べ
に
鴛
枕
の
上
に
迷
い

あ
し
た

み

朝
に
綺
弦
の
中
に
漫

つ

駆
を
促
し
て
香
階
を
馳
せ
し
め
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ハ
　

　

唐

期

に

お

け

る

"
断

腸

"
と

春

と

の
結

び

付

き

と

は
、

す

べ

て
そ

う

し

た

も

の
だ

と

い

っ
て
よ

い
。

〈
注
〉

　

(
4
)

『
全
唐
詩
』

に

つ
い
て
は
、
あ

る
程
度
ま
と
ま

っ
た
量

の
作

品
を
伝
え
る
詩
人
に

つ
い
て
み
る
た
め
に
、
そ
の
目
安

と
し

て

一
巻
以
上
を
当

て
ら

れ

る
詩
人
を
と
り
あ
げ

る
こ
と

に
す

る
。

そ
れ

で
唐
詩

に
お
け
る

"
断
腸
"
の
用
例
の
大
部
分

を
尽
く
し
て
い
る
と
い

っ
て
差
し
支
え
な

い
。
し
た

が

っ
て
、
多
少

の
遺
漏

の
あ
る

こ
と
は
免
れ
ま

い
が
、
本
稿

の
論

旨
に
影
響
す
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
る
。

次

い
で
、
初
唐
期
三
十

三
人

の
詩
人
名
を
列
挙
し

て
お

く
。
な
お

(

)
内
は
用
例
数

で
、
用
例
の
な
い
詩

人
は
こ
れ
を
は
ぶ
く
。
ま
た
、
互
見

す
る
も

の
は
便
宜
的
に

『
全
唐
詩
』

に
お

い
て
先
出
す

る
詩
人

の
例
と

し
た
。
盛
唐
期

以
下
も

同
様

で
あ

る
。

楮
亮

(
1
)
、
魏
徴
、
楊
師
道

(
1
)
、
虞
世
南
、
王
績
、
上
官
儀

、
盧

照
鄭

(
1
)
、
李
百
薬

、
張
九
齢
、
楊
燗
、

宋
之
問

(
5
)
、
王
勃

、
李
嬌
、

杜

審
言
、
蘇
味

道
、
郭

震
、
崔
融
、
李

適
、
劉
憲
、
蘇
纈

(
3
)
、
徐
彦
伯
、
酪
賓
王

(
1
)
、
喬
知
之

(
1
)
、
劉
希
夷

(
1
)
、
陳
子
昂
、
張
説

(
3
)
、
李

又
、
沈
栓
期

(
3
)
、
武
平

一
、
趙
彦
昭
、
鄭
惜
、
賀
知
章
、
太
宗
。

(
5
)
玄
宗
、
張

子
容
、
孫
遂
、
崔
国
輔
、
盧
象
、
盧
鴻

一
、

王
維

(
1
)
、
崔

顯

(
1
)
、
祖

詠
、
李

順

(
3
)
、
棊
母
潜

、
儲

光
義
、
王
昌
齢

(
2
)
、

常
建

(
1
)
、
陶
翰
、
顔
真
卿
、
李
華
、
崔
曙
、
王
翰
、
孟

浩
然

(
2
)
、
李
白

(
30
)
、
張

謂
、
寄

参

(
9
)、
包
借
、
包

何
、
高
適

(
4
)
、

杜
甫

(
10
)
、
質
至
、
皇
甫
再

(
1
)
、
劉
方
平
、
劉
脊

虚
。

な
お
、
杜
甫

の
用
例
は
通
行

の
索
引

で
は
十

一
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
付
載
さ
れ
た
高
適

詩

の

一
例
を
含
ん
だ
も
の
。

(
6
)
た
だ
し
、
杜
甫

の
次

の
例
は

こ
の
時
期

に
お
け
る
唯

一
の
例
外

と
い
え
る
。

む

む

腸
噺
春
江
欲
壷
頭
、
杖
黎
徐
歩
立
芳
洲
、
顛
狂
柳
紫
随
風
去
、
輕
薄
桃
花
逐
水
流

(絶
句
漫
興
九
首
之
五
)

㊨

中
唐
期
の
用
例
は
か
な
り
ふ
え
る
。
『全
唐
詩
』
に
よ
れ
ば
h
劉
長
卿
以
下
の
七
六
人
中
、
"断
腸
"
を
用
い
て
い
る
の
は
三
八
人
、
計

ロ　
レ

 一
二
四
例
を
得
た
。

そ
し
て
、

一
二
四
例
の
内
で
、
作
品
に
お
け
る
季
節
が
春
と
判
断
さ
れ
る
も

の
は
二
四
例
、
秋
は
二

一
例
で
あ

る
。
こ
の
数
字
は
、
中

唐
期
に
お
い
て
も
初
盛
唐
期
と
状
況
は
ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
唐
期
に
お
い
て
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
春
と

"
断
腸
"
と
の
結
び
付
き
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
と
く
に
元
和
期
以
後
に
お
い
て
、
春
と
い
う
季
節
に
対
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窮
荒
絶
漠
鳥
不
飛

窮
荒
絶
漠

鳥
は
飛
ば
ず

も
の
う

萬
磧
千
山
夢
猶
獺

万
磧
千
山

夢
は
猶
お
獺
し

(以
下
略
)

凶

人
日
寄
杜
二
拾
遺

高
適

人
日
題
詩
寄
草
堂

逼
憐
故
人
思
故
郷

柳
條
弄
色
不
忍
見

　

　

梅
花
漏
枝
空
断
腸

身
在
遠
藩
無
所
預

心
懐
百
憂
復
千
慮

(中
略
)

龍
鍾
還
恭
二
千
石

塊
爾
東
西
南
北
人

人
日
詩
を
題
し
て
草
堂
に
寄
す

・

遥
か
に
憐
れ
む

故
人
の
故
郷
を
思
う
を

も
て
あ
そ

柳
條
色
を
弄
ん
で
見
る
に
忍
び
ず

梅
花
枝
に
満
ち
て
空
し
く
断
腸
す

身
は
遠
藩
に
在

っ
て
預
る
所
無
く

心
は
懐
く

百
憂
復
た
千
慮

か
え

か
た
じ
け
な

龍
鍾

還

っ
て
二
千
石
を
恭
く
し

な
ん
じ

施
ず

爾
東
西
南
北
の
人
に

134r5,

右
の
四
例
は
、
い
ず
れ
も
春
風
、
柳
、
春
草
、
梅
花
な
ど
の
春
の
景
物
を
う
た
い
こ
ん
だ
中
で
の

"断
腸
"
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

"断
腸
"
と
は
、
決
し
て
春
と
い
う
季
節
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
春
の
景
物
に
よ

っ
て
直
裁
に
喚
起
さ
れ
た
感
情
と
は
い
え
な
い
。
ω
、

働
に
お
い
て
は
愛
す
る
男
性
と
の
別
離
一
個
は
羅
旅
と
友
人
と
の
別
れ
、
凶
は
友
人
と
の
別
離
、
と
い
う
よ
う
に
、
悲
哀
を
生
ぜ
し
め
る

状
況
が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
う
し
た
状
況
ゆ
え
に
春
や
そ
の
景
物
に
悲
哀
を
感
じ
取

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、

"
断
腸
"

で
表
わ
さ
れ
る
悲
し
み
や
愁
い
が
、
状
況
の
介
在
な
し
に
春
や
そ
の
景
物
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
初
盛

ρ
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ω

折
楊
柳

玉
樹
朝
日
映

羅
帳
春
風
吹

拭
涙
墓
楊
柳

長
條
宛
地
垂

白
花
飛
歴
齪

黄
鳥
思
参
差

　

　

　

妾
自
肝
腸
噺

傍
人
那
得
知

働

春
思

煙
草
如
碧
縣

秦
桑
低
緑
枝

當
君
懐
蠕
日

　

　

是
妾
噺
腸
時

春
風
不
相
識

何
事
入
羅
帷

㈹

與
猫
孤
漸
道
別
長
句
兼
呈
嚴
八
侍
御

輪
塁
客
舎
春
草
満

　

頴
陽
蹄
客
腸
堪
断

宋
之
問
鮮

㍊
よ

玉
樹

朝
日
映
え

羅
帳

春
風
吹
く

た
お

涙
を
拭

っ
て
楊
柳
を
蓼
れ
ば

え
だ

ま
が

長
き
條

地
に
宛

っ
て
垂
る

白
花

飛
ん
で
歴
乱
た
り

黄
鳥

思
い
参
差
た
り

妾
自
ら
肝
腸
断
た
る
る
も

傍
人
那
ん
ぞ
知
る
を
得
ん

李
白

煙
草

碧
の
糸
の
如
く

た

秦
桑

緑
枝
低
る

君
が
帰
る
を
懐
う
の
日
に
当
た
り

是
れ
妾
が
断
腸
の
時

春
風
相
識
ら
ざ
る
に

何
事
ぞ

羅
帷
に
入
る

寄
参

輪
台
の
客
舎

春
草
満
ち

◎

頴
陽
の
帰
客

腸
断

つ
に
堪
え
た
り



、
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七

九
年
。

の
ち

に

『詩

語

の
諸
相
』
収
載
)
の
前
半
部
分
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
3
)
秋

の
例

は
、
魏
文
帝

「
燕
歌
行
」
(
『
文
選
』
巻

二
十

七
)
「
雑
詩
」
其

一

(同
巻

二
十
九

)、
飽

照

「東

門
行

」
(同
巻

二
十

八
)
、
釈
宝
月

「
行
路

難

」
(
『玉
台
新
詠

』
巻
九
)
、
湯
恵
休

「
秋
風
歌
」

(同
巻
九
)
。
春

の
例
は
、
沈
約

「
詠
桃

」
(
『
玉
台
新

詠
』
巻
五
)
、
梁
簡
文

帝

「
春
日
」

(同
巻

七

)
。

　二(

初

唐

期

に

お

け

る

"
断

腸

"

の
用

例

は

さ

ほ

ど

多

く

は

な

い
。

『
全

唐

詩

』

に

よ

っ
て
検

索

し

た

と

こ

ろ

で

は
、

楮

亮

以

下

の
三

三

人

ハる
　

中
、
こ
れ
を
用
い
て
い
る
の
は

=

人
で
、
計
二

一
例
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
。
次

い
で
盛
唐
期
は
、
玄
宗
以
下
の
三

一
人
中
、

一
一
人
が

　ら
ソ

使
用
し
、
計
六
四
例
を
得
た
。
こ
れ
は

一
見
初
唐
期
よ
り
も
は
る
か
に
使
用
頻
度
が
増
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
内
の
四
九

例
が
、
李
白
の
三
〇
例
、
琴
参
の
九
例
、
杜
甫
の

一
〇
例
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
除
く
と
八
人
で

一
五
例

と
な

っ
て
、
盛
唐
期
の

詩
人
全
体
と
し
て
の

"断
腸
"
愛
好
の
度
合
い
は
、
初
唐
期
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
み
て
お
い
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

た
だ
、

"断
腸
"
と
い
う
語
を
好
ん
で
用
い
る
詩
人
が
出
て
く
る
の
は
盛
唐
に
な

っ
て
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き

る
。

で
は
、
作
品
に
お
け
る
季
節
と
の
か
か
わ
り
は
ど
う
な

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
初
唐
期
だ
が
、
二

一
例
中
、
秋
と
判
断
さ
れ
る
も

の
が
楊
師
道
、
盧
照
郷
、
沈
栓
期
の
各

一
例
、
春
は
宋
之
問
に
四
例
、
蘇
頓
、
劉
希
夷
、
沈
栓
期
に
各

一
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
七

対
秋
三
と
な

っ
て
、
六
朝
以
前
と
は
逆
転
し
て
い
る
。
た
だ
、
七
対
三
と
い
う
数
字
は
、
合
計
し
て
も

一
〇
と
い
う
小
さ
な
数
の
中
で
の

対
比
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
盛
唐
期
に

つ
い
て
だ
が
、
逐

一
詩
人
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

六
四
例
中
、
春
が

一
九
例
に
対
し
て
秋
が

】
二
例
と
認
め
ら
れ
、
や
は
り
春
の
方
が
や
や
優
勢
と
い
え
る
。
以
上
、
初
盛
唐
期
に
つ
い
て

は
、
春
の

"断
腸
"
と
の
結
び
付
き
の
、
秋
の
そ
れ
に
対
す
る
優
位
が
確
立
し

つ
つ
あ
る
時
期
だ
と
見
倣
せ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
初
盛
唐
期
の

"断
腸
"
と
春
と
の
結
び
付
き
の
内
容
を
い
く

つ
か
の
例
を
挙
げ
て
み
て
み
よ
う
。

な
お
、
以
下
用
例
を
引

く
と
き
は
、
作
品
全
体
の
中
で
み
る
た
め
に
で
き
る
だ
け
全
文
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
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る

こ
と

も

あ

る

の

で
、

作

品

に
う

た

わ

れ

て

い
る

季

節

を

必

ず

ひ
と

つ
に
決

定

で
き

る

わ

け

で
は

な

い
。

し

た
が

っ
て
、

い

さ
さ

か

恣

意

的

に
な

る
お

そ
れ

は

あ

る

が

、

明

確

に
ひ

と

つ
の
季

節

に
限

定

で
き

る

と

判

断

さ

れ

た

作

品

に
し

ぼ

っ
て
、

こ

の
問

題

を

論

じ

て
ゆ

く

こ

と
・に
し

た

い
。

〈
注

〉

(原
稿

受
領

日

一
九

八
四
年
五
月
八

日
)

(
1
)
本
稿

で
扱
う

"
断
腸
"

の
ほ
か

に
、

た
と
え
ば

"
多
情
"
"
夢
回
"

"断
魂
"

"凄
涼
"
な
ど
が
挙
げ

ら
れ

る
。

第68輯人 文 研 究

()

ハ　
り

唐
詩
に
お
け
る
用
例
の
検
討
に
入
る
ま
え
に
、
ま
ず

『
文
選
』
と

『玉
台
新
詠
』
に
よ

っ
て
六
朝
以
前
の
用
例
を
み
て
お
こ
う
。
両
者

と
も
に
索
引
が
あ
る
の
で

一
々
挙
げ
な
い
が
、
『文
選
』
に
は
五
例
、
『玉
台
新
詠
』
に
は
九
例

(『
文
選
』
と
の
重
複

一
例
を
除
く
)
の
"断

腸
"
が
み
え
る
。
そ
の
内
で
作
品
に
お
け
る
季
節
を
ひ
と
つ
に
限
定
で
き
る
の
は
七
例
だ
が
、
五
例
ま
で
が
秋
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
お

　
ヨ
リ

 り
、
春
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
六
朝
以
前
の

"断
腸
"
は
主
と
し
て
秋
と
結
び
付
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、

さ
ら
に
拡
げ
て

『全
漢
三
国
晋
南
北
朝
詩
』
に
よ

っ
て
用
例
を
ひ
ろ

っ
て
み
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
秋
と
結
び
付
い
て

い
て
、
春
と
結
び
付
い
た
例
は
ま
ず
な
い
。

つ
ま
り
、
六
朝
以
前
の

"断
腸
"
は
秋
と
い
う
季
節
の
中
で
の
悲
哀
を
表
わ
す
語
と
し
て
機

能
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
さ
き
の
春
と
結
び
付
い
た
二

つ
の
例
は
孤
立
し
た
も
の
だ
と
い
え

よ
う
が
、
そ
れ
が
と
も

に
六
朝
末
期
の
梁
代
の
も
の
だ
と
い
う
点
に
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
"
断
腸
"
と
い
う
語
は
初
唐
に
至
る
と
、
春
と
の

結
び
付
き
が
秋
と
の
そ
れ
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
梁
代
は
そ
の
た
め
の
転
換
期

で
あ

っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

〈
注
〉

(
2
)
詩
語
と
し
て
の

"断
腸
"

の
成

立
及
び

六
朝
以
前
の
用
例
に

つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
氏

『
「
断
腸
」
考
』

(
『中
国
古
典
研
究
』
第

二
十

四
号
、

一
九
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宋
詞
が
、
そ
の
語
彙
の
な
か
に
、
い
わ
ば
常
套
語
を
多
く
含
む
こ
と
は
容
易
に
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
語

σ

彙
は
宋
詞
に
至

っ
て
創
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
唐
詩
あ
た
り
で
使
わ
れ
て
い
た
も

の
が
多
い
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、

"
断
腸
"
あ

る
い
は

"腸
断
"
と
い
う
語
は
、
唐
詩
で
盛
ん
に
使
わ
れ
た
け
れ
ど
、
宋
詞
に
お
い
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
の
高
い
頻
度
で
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
、
ま

っ
た
く
前
者
の
比
で
は
な
い
。
『全
唐
詩
』
に
よ

っ
て
大
ま
か
に
検
索
し
て
み
る
と
、
"
断
腸
"
(以
下
で
は

"
腸
断
"

の
形
を
も
含
め
て
い
う
)
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
詩
人
は
ま
だ
全
体
の
半
数
足
ら
ず
と
み
ら
れ
る
の
だ
.が
、
宋
詞
に
至

っ
て
は
、
百
首

、

 前
後
を
越
え
る
ま
と
ま

っ
た
数
の
作
品
を
伝
え
る
詞
人
で
、

"断
腸
"
を
ま

っ
た
く
使
用
し
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
っ
て
よ

い
。
あ
た
か
も
宋
詞
専
用
の
語
彙
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

"断
腸
"
と
い
う
語
が
唐
詩
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
か
を
た
ど

っ
て
み
る
と
、
作
品
に
う
た
わ
れ
て

い
る
季
節
と
の
関
連
に
ひ
ど

つ
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
春
と
い
う
季
節
と

"
断
腸
"
と
い
う
語
の
結

び
付
き
で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
宋
詞
に
お
け
る

"断
腸
"
と
い
う
語
を
捉
え
る
た
め
の
覚
え
書
き
と
し
て

お
き
た
い
。
た
だ
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
に
よ

っ
て
は
季
節
の
あ
ら
わ
れ
ぬ
も

の
も
あ
る
し
、
ま
た
複
数

の
季
節
が
う
た
わ
れ
て
い


