
 

 

１ 

 

第
二
百
十
回
読
游
会 

二
〇
一
三
年
七
月
十
三
日 

 

討
論
し
た
の
「
行
飯
暮
帰
」
と
題
す
る
詩
。
『
陸
放
翁
鑑
賞
』
放
翁
鑑
賞
そ
の
二
。
発
表
者
、
傍
島
史
奈
。 

 

 

行
飯
暮
帰 

 
 

 

行
飯
し
て
暮
れ
て
帰
る 

1 

宿
疾
去
如
掃 

 
 

宿
疾
去
る
こ
と
掃は

ら

う
が
如
く 

2 

出
門
芒
屨
軽 

 
 

門
を
出
で
て
芒ぼ

う

屨く

軽
し 

3 

菊
叢
寒
蝶
鬧 

 
 

菊
叢 

寒
蝶 

鬧み
だ

れ 

4 

楓
葉
夕
陽
明 

 
 

楓
葉 

夕
陽 

明
ら
か
な
り 

5 

結
陣
看
鴉
集 

 
 

陣
を
結
び
て
鴉
の
集
ま
る
を
看 

6 

銜
衣
喜
犬
迎 

 
 

衣
を
銜く

わ

え
て
犬
の
迎
う
る
を
喜
ぶ 

7 

踟
躇
掻
白
首 

 
 

踟ち

躇ち
ょ

し
て
白
首
を
掻
く
は 

8 

詩
句
入
経
営 

 
 

詩
句 

経
営
に
入
れ
ば
な
り 

 

▽
五
言
律
詩
。
下
平
八
庚
の
韻
（
軽
・
明
・
迎
・
営
）
。
紹
煕
三
年
（
一
一
九
二
）
冬
、
六
十
八
歳
、
山
陰
で
の
作
。
『
剣
南
詩

稿
』
巻
二
十
五
。 

  

詩
題
（
行
飯
暮
帰
）
に
つ
い
て
。 

「
行
飯
」
に
つ
い
て
は
、
『
鑑
賞
』
の
注
に
「
行
は
行
薬
と
い
ふ
場
合
の
行
と
同
じ
く
、
飯
後
食
物
の
消
化
を
よ
く
す
る
た
め
の

散
歩
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
放
翁
の
新
造
語
か
も
し
れ
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
前
（
「
山
家
暮
春
」
と
題
す
る
詩
の
注
）
に
も

書
い
て
お
い
た
」
と
あ
る
。
百
六
十
九
回
読
游
会
で
も
少
し
議
論
さ
れ
て
い
る
。
興
膳
先
生
、
《
「
行
飯
」
に
つ
い
て
は
、
村
上

哲
見
さ
ん
の
著
書
、
『
陸
游
』
（
一
九
八
三
年
、
集
英
社
）
に
考
察
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
最
初
に
『
斎
居
紀
事
』
と
い
う
随

筆
を
引
い
て
、
こ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
「
食
罷お

わ
ら
ば
行
く
こ
と
五
七
十
歩
に
し
て
、
然し

か

る
後の

ち

に
襟
を
解
げ

く
つ
ろ

帯
を
褫と

き
、

枕
を
低
く
し
て
少
し
く
臥ふ

す
。
此
れ
養
生
の
最
急
事
な
り
」
。
村
上
さ
ん
は
こ
れ
に
関
連
し
て
「
陸
游
の
詩
題
や
詩
句
の
な
か
の

至
る
と
こ
ろ
に
「
行
飯
」
と
い
う
こ
と
ば
が
み
え
る
。
こ
の
語
自
体
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
し
、
通
常
の
辞
典
な
ど
に
も
み
え
な

い
け
れ
ど
も
、
陸
游
の
詩
の
多
く
の
用
例
か
ら
い
っ
て
、
旧
来
の
白
話
小
説
な
ど
に
時
お
り
み
え
る
「
行
食
」
と
同
じ
、
つ
ま
り

食
後
の
散
歩
を
い
う
に
ち
が
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
『
漢
語
大
詞
典
』
が
出
る
前
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
「
通

常
の
辞
典
な
ど
に
も
み
え
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
後
に
出
た
『
漢
語
大
詞
典
』
に
は
、
「
行
飯
」
が
見
え
て
、
陸
游
の
詩
「
山

家
暮
春
」
（
二
首
之
二
、
巻
二
十
四
）
の
句
を
引
い
て
い
る
。
「
行
飯
独
相
羊
、
扶
藜
過
野
塘
」
。
そ
れ
か
ら
、
『
鑑
賞
』
に
言

う
「
行
薬
」
は
、
も
っ
と
古
く
か
ら
あ
っ
て
、
「
村
東
」
と
題
す
る
詩
（
巻
二
十
六
）
に
見
え
、
『
校
注
』
は
、
六
朝
の
鮑
照
の

「
行
薬
し
て
城
東
橋
に
至
る
」
と
題
す
る
詩
、
こ
れ
は
『
文
選
』
に
も
入
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
注
に
引
い
て
い
ま
す
。

私
が
考
え
る
に
は
、
鮑
照
よ
り
前
の
時
代
に
、
「
行
散
」
と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。
散
は
、
五
石
散
と
い
う

不
老
長
生
の
た
め
の
薬
の
こ
と
で
、
劇
薬
で
飲
む
と
熱
が
出
る
。
そ
れ
を
発
散
さ
せ
る
た
め
に
歩
き
回
る
。
魯
迅
の
講
演
「
魏
晋

の
気
風
お
よ
び
文
章
と
薬
お
よ
び
酒
の
関
係
」
（
而
已
集
）
の
中
に
詳
し
く
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
「
行
散
」
の
ほ
う
が
「
行
薬
」
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よ
り
古
く
、
魏
晋
の
頃
で
す
。
そ
れ
で
「
行
飯
」
と
か
「
行
食
」
と
か
の
造
語
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
、
「
行
散
」
か
ら
来
て
い
る

だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
私
の
説
で
す
》
。
「
暮
帰
」
に
つ
い
て
、
「
暮
れ
に
」
と
名
詞
で
読
む
の
が
い
い
か
、
「
暮
れ
て
」
と
動

詞
で
読
む
の
が
い
い
か
、
出
席
者
か
ら
の
質
問
が
あ
っ
た
。
興
膳
先
生
、
《
も
と
も
と
名
詞
と
か
動
詞
と
か
区
別
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
解
釈
で
き
ま
す
ね
》
。
別
の
参
加
者
が
、
「
暮
帰
」
に
は
通
常
と
は
違
っ
て
、
暮
れ
方
に

な
る
ほ
ど
遅
く
帰
宅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
と
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。 

 

第
一
、
二
句
（
宿
疾
去
如
掃
、
出
門
芒
屨
軽
）
に
つ
い
て
。 

『
鑑
賞
』
は
、
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。
「
健
康
状
態
が
よ
く
な
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
前
に
も
書
い
た
が
、
こ
こ
に
「
宿

疾
去
り
て
掃
ふ
が
如
し
」
と
あ
り
、
愈
〻
気
分
の
良
さ
さ
う
な
こ
と
を
思
は
す
」
。
興
膳
先
生
、
《
「
掃
う
が
如
し
」
は
、
き
れ

い
さ
っ
ぱ
り
長
患
い
が
治
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
す
っ
き
り
と
し
た
気
分
で
、
「
門
を
出
で
て
芒
屨
軽
し
」
、
足
取
り

軽
く
散
歩
に
出
か
け
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
》
。
「
芒
屨
」
は
、
わ
ら
ぐ
つ
。
発
表
者
は
、
陸
游
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
シ
ュ
ー

ズ
だ
と
指
摘
す
る
。 

 

第
三
、
四
句
（
菊
叢
寒
蝶
鬧
、
楓
葉
夕
陽
明
）
に
つ
い
て
。 

『
鑑
賞
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
が
あ
り
、
類
似
の
表
現
が
別
の
詩
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
別
に
「
歩
し
て
近
村
に
至

る
」
と
題
す
る
詩
あ
れ
ど
も
、
「
薬
物
扶
持
、
疾

や
ま
ひ

漸
く
平
か
に
、
布
裘
絮
帽
、
柴
荊
を
出
づ
。
荒
堤
雨
を
経
て
牛
跡
多
く
、
村
舎

人
な
く
し
て
碓
声
あ
り
。
数
蝶
香
を
弄
し
て
寒
菊
晩
れ
、
万
鴉
陣
を
回
し
て
夕
楓
明
か
な
り
」
な
ど
云
ひ
て
、
ほ
ぼ
こ
こ
の
詩
と

内
容
を
同
じ
く
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
別
に
録
せ
ず
。
た
だ
「
村
舎
人
な
く
し
て
碓
声
あ
り
」
は
、
好
句
の
一
つ
だ
と
思
は
れ
る
」
。

「
菊
叢
」
と
「
寒
蝶
」
に
つ
い
て
、
発
表
者
は
、
こ
の
詩
が
立
冬
を
過
ぎ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
季
節
は
ず
れ
の

も
の
だ
と
し
た
。
筧
先
生
、
《
立
冬
は
、
太
陽
暦
で
言
え
ば
十
一
月
の
初
旬
。
菊
が
満
開
な
の
は
、
む
し
ろ
当
た
り
前
な
の
で
は

な
い
で
す
か
》
。
興
膳
先
生
、
《
「
寒
蝶
」
も
、
季
節
は
ず
れ
だ
と
す
る
の
は
疑
問
で
す
。
私
は
動
植
物
に
は
詳
し
く
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
例
え
ば
「
寒
蝉
」
と
い
う
語
が
中
国
の
詩
に
し
き
り
に
出
て
来
て
、
日
本
で
は
ヒ
グ
ラ
シ
と
訳
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
も
っ
と
秋
が
深
ま
っ
た
時
期
の
蝉
で
、
ど
う
も
日
本
の
ヒ
グ
ラ
シ
と
も
違
う
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
の
「
寒
蝶
」
も
、
こ
の
時
期
に
出
て
来
る
蝶
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
》
。
参
加
者
が
、
白
居
易
の
「
遊
悟

真
寺
詩
」
に
「
元
和
九
年
秋
、
八
月
月
上
弦
。
…
…
林
幽
不
逢
人
、
寒
蝶
飛
翾
翾
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
興
膳
先
生
、
《
晩

秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
飛
ん
で
い
る
蝶
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
。
「
鬧
」
と
あ
る
の
で
、
蝶
が
た
く
さ
ん
群
が
り
飛
ん
で
い
る
有

様
で
す
ね
》
。
「
楓
」
に
つ
い
て
、
発
表
者
は
カ
ラ
カ
エ
デ
と
訳
し
た
。
『
続
一
海
知
義
の
漢
詩
道
場
』
「
晩
秋
あ
れ
こ
れ
」
参

照
。
興
膳
先
生
、
《
対
の
句
は
、
「
楓
葉
」
カ
エ
デ
の
葉
に
夕
陽
が
あ
か
あ
か
と
照
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
陸
游
は
、

一
、
二
句
で
述
べ
る
よ
う
に
、
病
気
が
治
っ
て
気
分
が
爽
快
だ
か
ら
、
三
、
四
句
に
出
て
く
る
風
景
も
非
常
に
活
発
で
す
ね
》
。 

 

第
五
、
六
句
（
結
陣
看
鴉
集
、
銜
衣
喜
犬
迎
）
に
つ
い
て
。 

 

興
膳
先
生
、
《
「
鴉
」
で
す
が
、
烏
の
字
は
古
く
か
ら
詩
に
出
て
く
る
け
れ
ど
、
鴉
の
方
は
六
朝
の
詩
に
は
非
常
に
少
な
く
て
、

『
文
選
』
に
も
出
て
来
な
い
。
『
説
文
』
に
も
見
え
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
漢
以
前
に
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
あ
る
こ
と
は
あ
る
。

『
荘
子
』
斉
物
論
に
「
鴟し

鴉あ

は
鼠
を
耆こ

の

む
（
鴟
鴉
耆
鼠
）
」
と
い
う
文
が
見
え
る
く
ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
六

朝
の
詩
句
に
見
え
る
数
少
な
い
古
い
例
と
し
て
は
、
隋
の
煬
帝
に
「
寒
鴉
飛
数
点
、
流
水
遶
孤
村
」
（
『
筆
麈
』
に
見
え
る
）
と

い
う
の
が
あ
る
。
鴉
の
字
は
唐
詩
に
は
見
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
以
前
で
は
使
用
例
が
少
な
い
こ
と
に
、
調
べ
て
い
て
気
が
つ
き
ま

し
た
》
。
カ
ラ
ス
は
、
夕
暮
れ
時
の
物
と
し
て
詩
に
よ
く
詠
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
た
。
興
膳
先
生
、
《
詩
語



 

 

３ 

と
し
て
は
暮ぼ

鴉あ

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
夕
方
と
は
縁
が
深
い
で
す
ね
》
。
「
犬
」
に
つ
い
て
。
『
鑑
賞
』
は
、
「
散
歩
し
て
帰

つ
て
来
る
と
、
犬
が
と
ん
で
来
て
、
着
物
を
銜
へ
て
喜
ぶ
な
り
」
と
注
し
て
い
る
。
興
膳
先
生
、
《
今
ど
き
人
は
犬
を
連
れ
て
散

歩
す
る
の
が
普
通
で
す
が
、
陸
游
は
犬
を
家
に
置
い
て
一
人
で
散
歩
し
た
ん
で
す
ね
》
。
参
加
者
、
「
当
時
、
犬
は
放
し
飼
い
で

し
ょ
う
ね
。
平
安
時
代
、
猫
は
ひ
も
を
付
け
て
飼
っ
て
い
た
と
聞
き
ま
し
た
が
」
。
別
の
参
加
者
、
「
犬
と
猫
な
ん
で
す
け
ど
、

銭
鍾
書
の
『
管
錐
篇
』
の
『
太
平
広
記
』
の
部
分
に
、
人
が
昇
天
す
る
と
き
、
犬
は
付
い
て
い
く
の
に
、
猫
は
付
い
て
い
か
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
蘊
蓄
を
傾
け
て
い
ま
す
。
犬
は
そ
の
人
を
好
む
け
れ
ど
、
猫
は
そ
の
土
地
を
好
む
み
た
い

で
、
そ
の
こ
と
を
西
洋
の
例
ま
で
引
い
て
、
考
証
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
犬
は
人
に
付
い
て
昇
天
す
る
け
れ
ど
、
猫
は
付
い
て

い
か
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
句
の
犬
が
迎
え
に
来
る
部
分
は
、
犬
で
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
」
。
興
膳

先
生
、
《
そ
れ
は
日
本
で
も
普
通
に
言
わ
れ
て
い
て
、
「
犬
は
人
に
つ
き
、
猫
は
家
に
つ
く
」
で
す
ね
》
。
「
迎
」
の
読
み
に
つ

い
て
、
『
鑑
賞
』
も
発
表
者
も
、
「
迎
う
を
」
と
読
ん
で
い
た
。
興
膳
先
生
、
《
こ
こ
は
「
犬
の
迎
う
る
こ
と
を
喜
ぶ
」
の
だ
か

ら
、
「
迎
う
る
」
と
読
ま
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
二
句
は
詩
だ
か
ら
、
こ
の
順
番
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
散
文
と
し
て
読

む
な
ら
ば
、
「
鴉
の
陣
を
結
び
て
集
ま
る
を
看
、
犬
の
衣
を
銜
え
て
迎
う
る
を
喜
ぶ
（
看
鴉
結
陣
集
、
喜
犬
銜
衣
迎
）
」
と
、
な

る
で
し
ょ
う
》
。 

 

第
七
、
八
句
（
踟
躇
掻
白
首
、
詩
句
入
経
営
）
に
つ
い
て
。 

 

第
七
句
は
、
『
詩
経
』
邶
風
「
静
女
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
、
発
表
者
が
注
し
て
い
る
。
「
静
女
其そ

れ
姝
し

う
つ
く

、
我
を
城
隅
に

俟ま

つ
。
愛
す
れ
ど
も
見
え
ず
、
首
を

こ
う
べ

掻
き
て
踟
躕

ち
ち
ゅ
う

す
（
静
女
其
姝
、
俟
我
於
城
隅
。
愛
而
不
見
、
掻
首
踟
躕
）
」
。
首
を
掻
く
行

為
は
、
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
を
表
し
て
い
る
。
『
鑑
賞
』
は
、
こ
の
二
句
を
「
踟
躇
し
て
白
首
を

掻
く
は
、
詩
句
経
営
に
入
れ
る
な
り
」
と
読
み
、
「
詩
句
を
考
へ
て
、
そ
の
た
め
に
踟
躇
し
て
ゐ
る
の
だ
、
と
の
意
」
と
注
し
て

い
る
。
発
表
者
も
、
第
七
句
が
結
果
で
、
第
八
句
が
原
因
で
あ
る
解
釈
に
沿
っ
て
、
「
経
営
に
入
れ
ば
な
り
」
と
読
み
か
え
た
。

参
加
者
か
ら
、
「
踟
躇
し
て
白
首
を
掻
き
、
詩
句
経
営
に
入
る
」
と
、
並
列
に
読
め
な
い
か
と
の
質
問
が
出
た
。
興
膳
先
生
、
《
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
も
読
め
ま
す
。
双
声
語
の
「
踟
躕
」
を
二
句
の
初
め
に
置
い
て
い
て
、
畳
韻
語
の
「
経
営
」
を
結
び
に
使

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
意
図
的
に
使
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
「
踟
躕
」
は
、
う
ろ
う
ろ
、
「
経
営
」
は
、
ぐ
る
ぐ
る
、
と
い
う

語
感
と
関
連
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
う
ろ
う
ろ
と
し
て
い
て
、
詩
の
構
想
が
ぐ
る
ぐ
る
と
頭
の
中
を
巡
る
、
と
並
列
の
関
係
に
も

読
め
ま
す
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
と
い
う
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
。
あ
と
は
好
み
の
問
題
で

す
》
。 

 

時
間
が
少
し
余
っ
た
の
で
、
村
上
哲
見
氏
の
『
陸
游
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
「
行
飯
」
に
つ
い
て
、
興
膳
先
生
が
解
説
さ
れ

た
。
《
『
斎
居
紀
事
』
と
い
う
随
筆
を
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
読
み
ま
す
と
、
「
朝あ

さ

晡ゆ
う

に
粥

し
ゅ
く

飯は
ん

・
湯と

う

餅へ
い

の
属
を
食
す
る
に
、
皆
な

当ま
さ

に
腹
中
に
余
地
有
ら
し
む
べ
し
。
魚
肉
は
僅わ

ず

か
に
以
っ
て
飯
を
下
す
可べ

し
。
酒
を
按あ

ん

ず
る
に
則

す
な
わ

ち
已す

で

に
多
け
れ
ば
尤

も
っ
と

も
害
を

為
す
」
。
陸
游
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
飲
み
過
ぎ
た
ら
身
体
に
悪
い
と
。
飲
み
過
ぎ
た
と
い
う
詩
を
い
っ
ぱ

い
作
っ
て
い
る
ん
で
す
が
。
「
若も

し
偶た

ま

た
ま
一
物
を
食
し
て
多
け
れ
ば
、
則
ち
当ま

さ

に
一
物
を
減
じ
て
以
っ
て
之こ

れ

を
乗
除
す
。
如も

し

湯
餅
稍や

や
多
け
れ
ば
則
ち
飯
を
減
ず
。
飯
稍
や
多
け
れ
ば
則
ち
肉
を
減
ず
。
要
は
此こ

の
数
に
過
ぎ
ず
」
。
こ
こ
ま
で
は
「
食
」
の

方
で
す
。
そ
し
て
次
で
す
。
「
食
罷お

わ
ら
ば
行
く
こ
と
五
七
十
歩
に
し
て
、
然し

か

る
後の

ち

に
襟
を
解
げ

く
つ
ろ

帯
を
褫と

き
、
枕
を
低
く
し
て
少

し
く
臥ふ

す
。
此
れ
養
生
の
最
急
事
な
り
」
（
朝
晡
食
粥
飯
湯
餅
之
属
、
皆
当
令
腹
中
有
余
地
。
魚
肉
僅
僅
可
以
下
飯
。
按
酒
則
已

多
尤
為
害
。
若
偶
食
一
物
多
、
則
当
減
一
物
以
乗
除
之
。
如
湯
餅
稍
多
則
減
飯
。
飯
稍
多
則
減
肉
。
要
不
過
此
数
。
食
罷
、
行
五



 

 

４ 

七
十
歩
、
然
後
解
襟
褫
帯
、
低
枕
少
臥
。
此
養
生
最
急
事
也
）
。
こ
れ
は
村
上
さ
ん
が
書
い
て
い
ま
す
が
、
貝
原
益
軒
の
『
養
生

訓
』
と
非
常
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
「
以
上
、
陸
游
の
晩
年
の
生
活
ぶ
り
に

つ
い
て
目
に
つ
く
こ
と
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
①
菜
食
主
義
、
②
過
食
を
避
け
る
（
肥
満
し
な
い
）
、
③
体
を
よ
く
動
か
す
（
散

歩
、
畑
仕
事
）
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
最
近
よ
く
成
人
病
予
防
と
か
健
康
の
秘
訣
な
ど
と
喧
伝

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
こ
し
も
違
わ
ず
、
陸
游
が
八
十
五
歳
の
長
寿
を
保
ち
、
最
後
ま
で
元
気
だ
っ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
あ
り
ま
す
》
。
大
笑
い
。
《
「
行
飯
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
行
く
こ
と
五
七
十
歩
」
で
す
か
ら
、

家
の
周
り
を
歩
い
た
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
》
。
参
加
者
「
歩
と
い
う
の
は
距
離
の
単
位
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
確
か
一
歩

が
六
尺
（
宋
代
は
一
歩
が
五
尺
）
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」
。
興
膳
先
生
《
だ
か
ら
一
足
で
行
け
る
く
ら
い
の
距
離
で
し
ょ
う
》
。

「
中
国
の
一
歩
は
、
日
本
の
二
歩
に
相
当
す
る
ら
し
い
で
す
」
。
興
膳
先
生
《
そ
れ
で
も
、
そ
ん
な
に
違
わ
な
い
》
。
筧
先
生
《
ま

あ
「
五
十
歩
百
歩
」
や
な
》
。
笑
い
。 

 

興
膳
先
生
、
《
意
見
が
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
の
辺
に
し
ま
し
ょ
う
か
。
正
座
し
て
一
時
間
も
す
れ
ば
、
い
つ
も
足

が
し
び
れ
て
来
る
ん
で
す
が
、
今
日
は
珍
し
く
何
と
も
な
か
っ
た
。
気
が
付
い
た
ら
座
布
団
が
二
枚
敷
い
て
あ
り
ま
し
た
》
。
笑

い
。
《
お
気
遣
い
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
》
。 

  


