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【
『
琅
』
四
十
四
号
・
あ
と
が
き
】

昔
、
「
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
と
詠
ん
だ
俳
人
が
い
た
。
遠

く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
来
る
異
変
に
、
ま
た
、
日
々
の
生
活
で
出
会
う

些
細
な
出
来
事
に
、
時
代
の
曲
が
り
角
を
実
感
す
る
昨
今
で
あ
る
。

異
変
の
一
つ
は
、
地
球
の
温
暖
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
や
温
暖

化
と
い
っ
た
生
や
さ
し
い
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
沸
騰
化
だ
と
い
う
人

も
い
る
。
温
室
効
果
ガ
ス
の
も
た
ら
す
温
暖
化
は
、
極
地
の
氷
を
溶

か
し
て
そ
こ
に
住
む
生
物
の
生
存
を
危
う
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
溶

け
た
氷
は
海
水
面
を
上
昇
さ
せ
、
大
洋
に
浮
か
ぶ
島
国
で
は
、
国
の

存
続
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

温
暖
化
の
影
響
は
、
島
嶼
国
家
だ
け
で
は
な
い
。
カ
ナ
ダ
や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
干
魃
や
高
温
が
原
因
と
見
ら
れ
る
大
規
模
な
山

火
事
が
起
き
て
い
る
し
、
北
ア
フ
リ
カ
の
、
砂
漠
地
帯
と
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
大
規
模
な
洪
水
が
発
生
し
、
多
く
の
死
者
・
行
方
不
明

者
が
出
て
い
る
。

こ
の
夏
、
我
が
国
は
未
曽
有
の
猛
暑
に
見
舞
わ
れ
た
。
「
記
録
を

取
り
始
め
て
最
高
の
・
・
・
」
と
い
う
表
現
を
何
度
耳
に
し
て
き
た

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
酷
暑
が
続
く
一
方
で
、
一
度
降
り
始
め
れ
ば
、

「
数
十
年
に
一
度
」
の
雨
量
と
な
り
、
「
命
を
守
る
行
動
を
と
る
よ

う
に
」
と
の
警
報
を
聞
い
て
も
さ
ほ
ど
驚
か
な
く
な
っ
た
が
、
考
え

よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
警
報
は
、
そ
の
言
葉
以
上
に
恐
ろ
し
い
も

の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
「
数
十
年
に
一
度
」
が

毎
年
、
あ
ち
こ
ち
で
起
き
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

我
が
国
は
、
四
季
に
恵
ま
れ
た
温
暖
な
国
と
い
う
こ
と
だ
が
、
果

た
し
て
、
い
つ
ま
で
そ
の
恩
恵
に
浴
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

自
然
現
象
だ
け
で
は
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
七
十

数
年
、
時
に
、
「
平
和
ボ
ケ
」
と
揶
揄
さ
れ
る
く
ら
い
、
私
た
ち
日

本
人
は
、
直
接
的
に
は
戦
争
と
は
無
縁
の
生
活
を
営
ん
で
き
た
。
世

界
情
勢
に
疎
い
筆
者
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
（
一
九
八
九
年
）

や
ソ
連
邦
の
崩
壊
（
一
九
九
一
年
）
を
見
て
、
こ
れ
で
東
西
を
隔
て

る
壁
は
限
り
な
く
低
く
、
薄
く
な
っ
て
い
く
も
の
と
期
待
し
た
の
だ

が
、
そ
れ
は
無
知
故
の
甘
い
期
待
だ
っ
た
よ
う
だ
。

筆
者
は
、
高
校
時
代
に
習
っ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
言
葉
、
「
私
は

あ
な
た
の
意
見
に
は
反
対
だ
。
だ
が
あ
な
た
が
そ
れ
を
主
張
す
る
権

利
は
命
を
か
け
て
守
る
」
を
、
人
類
の
普
遍
的
な
叡
智
と
受
け
止
め
、

世
の
中
は
、
誰
も
が
自
由
に
物
が
言
え
る
世
界
に
向
か
っ
て
進
ん
で

行
く
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
や
こ
う
し
た
意
見
は
少
数
で
、
自

分
た
ち
の
考
え
以
外
は
認
め
な
い
と
す
る
体
制
が
多
数
派
に
な
り
つ

つ
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

北
と
南
、
東
と
西
と
い
う
レ
ベ
ル
だ
け
の
問
題
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

世
界
の
民
主
主
義
の
雄
と
さ
れ
て
き
た
国
で
も
、
「
分
断
」
が
心
配

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
人
の
乱
暴
者
が
出
現
し
た
か
ら
で
は
な
く
、

そ
う
い
う
乱
暴
者
を
担
ぐ
大
衆
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

他
方
、
身
近
で
も
、
ひ
た
ひ
た
と
変
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。

今
年
の
春
、
「
週
刊
朝
日
」
が
休
刊
に
な
る
と
い
う
知
ら
せ
を
聞

い
た
。
休
刊
と
い
う
こ
と
だ
が
、
実
際
は
廃
刊
だ
ろ
う
。
こ
の
週
刊

誌
の
愛
読
者
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、

一
つ
の
時
代
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

学
生
時
代
、
よ
く
読
ん
だ
の
は
、
同
じ
発
行
元
の
「
朝
日
ジ
ャ
ー

ナ
ル
」
の
方
だ
っ
た
。
特
に
、
政
治
や
学
生
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
学
生
の
一
つ
の
姿
勢
、
一
種
の
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
三
十
年
ほ
ど
前
、
そ
の

「
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
が
廃
刊
に
な
る
と
聞
い
て
、
一
つ
の
時
代
の
終
わ

り
を
感
じ
た
が
、
そ
の
と
き
は
、
私
の
青
春
時
代
が
遠
ざ
か
っ
て
い

く
よ
う
な
個
人
的
な
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
週
刊
朝

日
」
の
休
刊
に
は
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
意
味
合
い
、
一
言
で
言
え
ば
、

出
版
文
化
の
現
状
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

た
ま
に
電
車
に
乗
っ
て
、
向
か
い
の
、
七
、
八
人
が
け
の
シ
ー
ト

に
座
っ
た
全
員
が
、
ス
マ
ホ
を
操
作
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
特
別

な
こ
と
と
は
思
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
駅
の
売
店
（
あ
あ
、

こ
れ
は
キ
オ
ス
ク
と
言
う
の
だ
っ
た
！
）
で
週
刊
誌
を
買
っ
て
車
内

で
読
む
人
を
最
後
に
見
た
の
は
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
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い
や
、
週
刊
誌
だ
け
で
は
な
い
。
今
や
、
車
内
で
新
聞
を
拡
げ
る

人
も
見
な
く
な
っ
た
。
か
つ
て
、
向
か
い
側
の
席
で
拡
げ
た
ス
ポ
ー

ツ
紙
の
グ
ラ
ビ
ア
頁
が
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
て
、
思
わ
ず
目
が
釘
づ

け
に
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
そ
う
し
た

思
わ
ぬ
楽
し
み
（
？
）
は
経
験
出
来
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。

ス
ポ
ー
ツ
紙
の
発
行
部
数
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の

か
正
確
な
と
こ
ろ
は
知
ら
な
い
が
、
オ
オ
タ
ニ
頼
み
だ
け
で
は
、
行

き
先
は
た
か
が
知
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
と
は
ス
ポ
ー
ツ
紙
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
個
人
的
な
話
で
恐
縮

だ
が
、
我
が
家
の
二
人
の
子
ど
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
し
て
独
立
し

た
家
庭
を
営
ん
で
い
る
が
、
両
家
と
も
新
聞
を
取
っ
て
は
い
な
い
。

彼
ら
が
利
用
す
る
情
報
の
ほ
と
ん
ど
は
ネ
ッ
ト
経
由
で
あ
り
、
そ
の

方
が
早
く
て
経
済
的
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、

親
父
た
ち
が
ど
う
し
て
新
聞
を
取
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
分

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
聞
か
れ
て
も
、
「
新
聞
に
は
テ

レ
ビ
番
組
欄
が
あ
る
か
ら
・
・
・
」
と
い
う
程
度
の
答
え
し
か
浮
か

ば
な
い
の
が
、
何
と
も
情
け
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

余
計
な
こ
と
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
の
通
り
だ
が
、
新
聞
が
い
つ
ま
で

現
在
の
よ
う
な
形
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
の
か
、
絶
滅
危
惧
種
に
近
い

定
期
購
読
者
と
し
て
は
心
配
に
な
る
。

筆
者
は
、
人
に
誇
れ
る
ほ
ど
の
読
書
家
で
は
な
い
が
、
活
字
人
間

（
老
人
？
）
だ
と
は
思
っ
て
い
る
。
か
つ
て
書
店
は
、
わ
が
憩
い
の

場
所
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
最
近
、
す
っ
か
り
足
が
遠
の
い
て
い
る
。

そ
れ
は
、
出
不
精
に
な
っ
た
せ
い
だ
け
で
な
く
、
書
店
自
体
に
楽
し

み
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
ネ
ッ
ト
を
使
え
ば
、
欲
し
い

本
が
居
な
が
ら
に
し
て
、
確
実
に
手
に
入
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ

が
、
本
屋
は
、
欲
し
い
本
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
求
め
に
行
く

だ
け
の
所
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
筆
者
が
、
ど
こ
で
「
活
字
欲
求
」
を
満
た
し
て
い
る

か
と
い
う
と
、
昔
購
入
し
た
文
学
全
集
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者

の
学
生
時
代
に
は
、
「
文
士
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
活
躍
し
て
い

た
が
、
今
や
、
す
っ
か
り
影
を
潜
め
て
し
ま
っ
た
。
本
誌
の
「
文
学

館
散
歩
」
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
現
代
日
本
文
學
大
系
（
筑
摩
書

房
）
は
昭
和
四
十
年
代
前
半
に
配
本
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃

は
「
文
士
」
た
ち
も
健
在
で
、
と
き
に
「
文
士
芝
居
」
の
余
興
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
ち
こ
ち
の
出
版
社
か
ら
、
い
く
つ
も
の
文
学

全
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
紙
離
れ
、
活
字
離
れ
が
進
む
昨
今
、
漱

石
や
潤
一
郎
、
川
端
、
三
島
、
大
江
ら
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な

形
で
生
き
延
び
て
行
く
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

増
し
て
、
彼
ら
の
後
を
継
ぐ
作
家
た
ち
が
誰
な
の
か
、
名
前
を
聞
い

て
も
、
そ
れ
を
覚
え
ら
れ
な
い
の
が
悲
し
い
。

文
学
よ
り
ず
っ
と
私
た
ち
の
身
近
に
あ
っ
た
歌
謡
曲
も
姿
を
変
え

よ
う
と
し
て
い
る
。
本
同
人
誌
の
生
み
の
親
で
あ
る
宗
内
敦
氏
は
、

創
刊
間
も
な
い
本
誌
に｢

演
歌
つ
れ
づ
れ
」
と
題
し
て
、
氏
の
青
春

・
壮
年
時
代
の
生
き
様
を
、
当
時
の
流
行
歌
に
重
ね
合
わ
せ
て
活
写

し
た
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
歌
は
世
に
連
れ
」
と
言
わ
れ
た
幸
せ

な
時
代
の
産
物
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
歌
詞
に
物
語
が
あ
り
、
そ
れ

を
乗
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
日
本
語
の
抑
揚
の
邪
魔
を
し
な
い
の
で
、

歌
詩
が
耳
に
馴
染
み
、
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
物
語
が
、
そ
の
時
代
を
生
き
て
い
た
人

た
ち
に
よ
っ
て
、
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、

「
世
は
歌
に
連
れ
」
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

テ
レ
ビ
か
ら
、
歌
番
組
が
消
え
て
久
し
い
。
残
っ
て
い
る
の
は
、

昭
和
の
懐
メ
ロ
番
組
く
ら
い
で
は
な
い
か
。
最
近
の
歌
が
、
作
り
手

の
た
め
の
歌
に
な
っ
て
し
ま
い
、
聞
き
手
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い

よ
う
に
感
じ
る
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
芸
術
も
、
他
者
の

た
め
で
は
な
く
芸
術
家
自
身
の
た
め
の
行
為
の
結
果
だ
と
い
う
な
ら
、

仕
方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
流
行
歌
を
通
じ

て
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
人
と
の
間
で
連
帯
感
の
よ
う
な
も
の
を
味

わ
っ
て
来
た
団
塊
世
代
と
し
て
は
、
「
昭
和
も
遠
く
な
り
に
け
り
」

の
言
葉
が
、
つ
い
口
を
つ
い
て
出
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
茂
治
）


