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「
月
」
に
何
を
思
う

―
漱
石
句
の
月
と
漢
詩
の
月
―

屋
敷

信
晴

夏
目
漱
石
が
小
説
だ
け
で
な
く
、
俳
句
や
漢
詩
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
明
暗
』

執
筆
中
に
毎
日
漢
詩
を
作
っ
て
い
た
と
い
い
、
俳
句
に
つ
い
て
も
一
高
在
学
中
か
ら
生
涯
の
友
正
岡
子
規
の
手
ほ
ど
き

を
う
け
、
来
熊
後
に
は
五
高
の
学
生
で
あ
っ
た
寺
田
寅
彦
ら
と
「
紫
溟
吟
社
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
指
導
し
た

り
し
て
い
る
。
そ
の
熊
本
で
詠
ん
だ
俳
句
の
中
に
次
の
句
が
あ
る
。

酒
な
く
て
詩
な
く
て
月
の
静
か
さ
よ

こ
の
句
の
背
景
に
は
、
白
居
易
の
漢
詩
が
存
在
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
コ
ラ
ム
で
は
、
中
国
の
古

典
詩
（
漢
詩
）
に
見
ら
れ
る
月
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
の
漱
石
の
句
に
関
わ
っ
て
い
る

の
か
確
認
し
た
い
。

◇

月
を
詠
ん
だ
漢
詩
は
数
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
が
白
居
易
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直

対
月
憶
元
九
」
（
八
月
十
五
日
夜

禁
中
に
独
り
直
し

月
に
対
し
て
元
九
を
憶 お

も

ふ
）
で
あ
ろ
う
。

銀
臺
金
闕
夕
沈
沈

銀
臺
金
闕

夕
べ
沈
沈

独
宿
相
思
在
翰
林

独
宿

相
思
ひ
て
翰
林
に
在
り

三
五
夜
中
新
月
色

三
五
夜
中

新
月
の
色

二
千
里
外
故
人
心

二
千
里
外

故
人
の
心

渚
宮
東
面
煙
波
冷

渚
宮

東
面

煙
波

冷
や
か
に

浴
殿
西
頭
鐘
漏
深

浴
殿

西
頭

鐘
漏

深
し

猶
恐
清
光
不
同
見

猶
ほ
恐
る

清
光

同 と
も

に
見
ざ
る
を

江
陵
卑
湿
足
秋
陰

江
陵
は
卑
湿
に
し
て
秋
陰

足 お
ほ

か
ら
ん

こ
の
詩
で
最
も
有
名
な
の
は
傍
線
部
「
三
五
夜
中

新
月
の
色

二
千
里
外

故
人
の
心
」
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
三
五

は
掛
け
算
し
て
十
五
、
つ
ま
り
「
三
五
夜
」
と
は
十
五
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
旧
暦
八
月
十
五
日
は

い
わ
ゆ
る
仲
秋
の
明
月
で
あ
り
、
古
来
親
し
い
人
々
が
集
っ
て
満
月
を
眺
め
て
楽
し
む
日
と
さ
れ
て
い
る
。「
新
月
」
と

は
月
の
満
ち
欠
け
の
新
月
の
こ
と
で
は
な
く
、
空
に
の
ぼ
っ
た
ば
か
り
の
ま
っ
さ
ら
な
月
の
こ
と
。
白
居
易
は
十
五
夜

の
空
に
浮
か
ん
だ
真
っ
白
い
満
月
を
眺
め
つ
つ
、
遠
く
南
方
に
左
遷
さ
れ
た
親
友
元
稹
も
今
頃
こ
の
月
の
よ
う
に
潔
白

な
心
を
抱
き
つ
つ
月
を
眺
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
月
は

世
界
に
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
、
だ
か
ら
ど
れ
だ
け
離
れ
て
い
て
も
同
時
に
眺
め
、
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

性
質
、
言
い
換
え
れ
ば
月
の
「
超
空
間
性
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
そ
の
超
空
間
性
が
、
遠
く
離
れ
た
地
に
い
て
会
え

な
い
親
友
へ
の
友
情
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◇

月
の
超
空
間
性
が
繋
が
る
の
は
友
情
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
同
じ
く
よ
く
知
ら
れ
た
月
を
詠
ん
だ
詩
に
李
白
「
静

夜
思
」
が
あ
る
。
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牀
前
看
月
光

牀
前

月
光
を
看
る

疑
是
地
上
霜

疑
ふ
ら
く
は
是

地
上
の
霜
か
と

挙
頭
望
山
月

頭
を
挙
げ
て
山
月
を
望
み

低
頭
思
故
郷

頭
を
低 た

れ
て
故
郷
を
思
ふ

時
は
秋
の
夜
。
寝
台
で
横
に
な
っ
て
い
た
李
白
は
ま
ぶ
し
さ
に
は
っ
と
目
を
覚
ま
す
。
目
の
前
は
一
面
の
銀
世
界
。

び
っ
し
り
と
霜
が
降
り
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
李
白
は
、
そ
れ
が
満
月
の
光
で
床
が
白
く
輝
い
て
見
え
て
い
る
の
だ
と

気
づ
き
、
そ
の
光
の
源
で
あ
る
月
を
見
上
げ
る
。
し
か
し
次
の
瞬
間
、
押
し
寄
せ
る
故
郷
へ
の
思
い
に
う
つ
む
い
て
し

ま
う
。
さ
て
い
か
に
満
月
の
明
る
い
光
で
あ
っ
た
と
し
て
、
李
白
は
な
ぜ
目
を
覚
ま
し
た
の
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
熟
睡

で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
な
ぜ
熟
睡
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
漢
詩
の
世
界
で
は
、
人
が
眠
れ
な
い
の
は
何
か
心
配
事

や
憂
い
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
李
白
も
恐
ら
く
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
憂
い
は
故
郷
に
繋
が
る
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
思
わ
ず
月
を
目
に
し
て
遠
い
故
郷
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
で
し
ま
っ
た

、
、
、
、
李
白
は
う
つ
む
く
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
詩
の
背
景
に
あ
る
の
も
月
の
超
空
間
性
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
詩
で
は
月
の
超
空
間
性
が
遠
く

離
れ
た
故
郷
へ
の
思
い
、
い
わ
ゆ
る
望
郷
の
心
情
に
繋
が
っ
て
い
る
。

◇

ま
た
李
白
は
別
の
詩
「
把
酒
問
天
」
（
酒
を
把 と

り
て
天
に
問
ふ
）
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

青
天
有
月
来
幾
時

青
天

月
有
り
て
よ
り

来
こ
の
か
た

幾
時
ぞ

我
今
停
杯
一
問
之

我

今

杯
を
停
め
て

一
た
び
之
に
問
ふ

人
攀
明
月
不
可
得

人
は
明
月
を
攀 よ

づ
る
こ
と
得
べ
か
ら
ず

月
行
却
与
人
相
随

月
行

却 か
へ

っ
て
人
と
相
随
ふ

皎
如
飛
鏡
臨
丹
闕

皎
と
し
て
飛
鏡
の
丹
闕
に
臨
む
が
如
く

緑
煙
滅
尽
清
輝
発

緑
煙

滅 き

え
尽
き
て

清
輝

発
す

但
見
宵
従
海
上
来

但
だ
見
る

宵
に
海
上
よ
り
来
る
を

寧
知
暁
向
雲
間
没

寧
ぞ
知
ら
ん

暁
に
雲
間
に
向
か
ひ
て
没
す
る
を

白
兎
搗
薬
秋
復
春

白
兎

薬
を
搗 つ

き
て

秋

復
た
春

姮
娥
孤
棲
与
誰
隣

姮
娥

孤
棲
し
て
誰
と
か
隣
す
る

今
人
不
見
古
時
月

今
人
は
見
ず

古
時
の
月

今
月
曾
経
照
古
人

今
月
は
曾
経

か

つ

て
古
人
を
照
ら
せ
り

古
人
今
人
若
流
水

古
人
今
人

流
水
の
若
し

共
看
明
月
皆
如
此

共
に
明
月
を
看
る

皆

此
の
如
し

惟
願
当
歌
対
酒
時

惟
だ
願
ふ

歌
に
当
た
り
酒
に
対
す
る
時

月
光
長
照
金
樽
裏

月
光
の
長
く
金
樽
の
裏
を
照
ら
さ
ん
こ
と

こ
の
詩
の
傍
線
部
で
李
白
は
、
今
の
人
は
時
を

溯
さ
か
の
ぼ

っ
て
昔
の
月
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
の
月
は
か
つ
て
昔

の
人
を
照
ら
し
て
い
た
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
に
。
昔
の
人
と
今
の
人
は
流
れ
る
水
の
よ
う
に
溯
れ
な
い
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
と
も
に
同
じ
月
を
眺
め
る
の
だ
、
と
い
う
。
月
は
世
界
に
一
つ
し
か
な
い
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
月
は

昔
か
ら

、
、
、
未
来
に
渡
っ
て

、
、
、
、
、
、
一
つ
し
か
な
い
、
つ
ま
り
「
超
時
間
性
」
も
持
っ
て
い
る
。
今
見
て
い
る
月
を
古
人
も
見
た
こ

と
だ
ろ
う
し
、
未
来
の
人
も
見
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
先
に
見
た
望
郷
の
詩
で
も
、
今
自
分
が
い
る
場
所
と
故
郷
を
繋

ぐ
と
い
う
超
空
間
性
と
同
時
に
、
今
月
を
見
て
い
る
自
分
と
か
つ
て
故
郷
で
月
を
見
て
い
た
自
分
を
繋
ぐ
と
い
う
、
超

時
間
性
も
作
用
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
月
に
は
、
見
る
者
の
思
い
を
時
間
と
空
間
を
飛
び
越
え
た
遥
か

彼
方
へ
と
飛
ば
し
、
現
在
位
置
と
接
続
す
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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◇

こ
こ
ま
で
月
の
超
空
間
性
と
超
時
間
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
れ
に
関
わ
っ
て
、
も
う
一
つ
紹
介
し
た
い
漢
詩
が

あ
る
。
杜
甫
「
月
夜
」
で
あ
る
。

今
夜
鄜
州
月

今
夜

鄜
州
の
月

閨
中
只
独
看

閨
中

只
だ
独
り
看
る

遥
憐
小
児
女

遥
か
に
憐
れ
む
小
児
女
の

未
解
憶
長
安

未
だ
長
安
を
憶
ふ
を
解
せ
ざ
る
を

香
霧
雲
鬟
湿

香
霧

雲
鬟
湿
ひ

清
輝
玉
臂
寒

清
輝

玉
臂
寒
し

何
時
倚
虚
幌

何
れ
の
時
か
虚
幌
に
倚
り
て

双
照
涙
痕
乾

双
び
照
ら
さ
れ
て
涙
痕

乾
か
ん

こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
の
も
恐
ら
く
旧
暦
八
月
十
五
日
で
あ
る
。
こ
の
時
杜
甫
は
安
禄
山
の
軍
に
よ
っ
て
長
安
に
軟
禁

さ
れ
、
妻
子
と
は
離
れ
ば
な
れ
で
あ
っ
た
。
一
句
目
の
「
鄜
州
」
は
妻
子
を
疎
開
さ
せ
て
い
る
場
所
、
二
句
目
の
「
閨
」

と
は
女
性
の
寝
室
の
こ
と
。
杜
甫
は
眼
前
の
長
安
の
月
を
直
接
詠
む
の
で
は
な
く
、
月
を
媒
介
と
し
て
遠
く
鄜
州
の
空

に
浮
か
ん
で
い
る
月
、
そ
し
て
そ
れ
を
眺
め
る
妻
を
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
妻
の
姿
は
、

香
し
い
霧
に
髪
の
毛
が
湿
る
ほ
ど
の
長
時
間
窓
を
開
け
放
ち
、
頬
杖
を
つ
い
て
露
わ
に
な
っ
た
前
腕
が
清
ら
か
な
月
の

光
に
寒
々
し
く
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
美
し
い
姿
で
あ
る
。
杜
甫
は
長
安
の
月
を
見
な
が
ら
、
そ
の
月
を
媒
介
と
し

て
空
間
を
飛
び
越
え
、
同
じ
く
月
を
眺
め
て
い
る
美
し
い
妻
の
姿
を
幻
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
杜
甫
は
今
は
離
れ
ば
な
れ
の
二
人
を
そ
れ
ぞ
れ
照
ら
し
て
い
る
月
も
、
い
つ
か
は
二
人
揃
っ

た
姿
を
照
ら
し
て
欲
し
い
と
願
う
。
そ
こ
に
は
離
れ
ば
な
れ
の
今
と
二
人
揃
っ
た
未
来
、
そ
の
両
方
を
照
ら
す
今
と
未

来
の
月
と
い
う
、
時
間
を
超
え
て
存
在
す
る
月
の
姿
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
で
は
、
月
の
超
空
間
性
と
超
時
間

性
の
両
方
が
う
ま
く
結
び
つ
き
な
が
ら
、
杜
甫
の
妻
へ
の
愛
情
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◇

さ
て
こ
こ
ま
で
、
漢
詩
に
見
え
る
月
に
は
超
空
間
性
と
超
時
間
性
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
友
情
や
望
郷
、
愛
情
な

ど
の
表
現
に
繋
が
る
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
最
後
に
い
よ
い
よ
白
居
易
の
詩
、
そ
し
て
夏
目
漱
石
の
句
に
言
及

し
た
い
。
ま
ず
白
居
易
「
寄
殷
協
律
」
（
殷
協
律
に
寄
す
）
で
あ
る
。

五
歳
優
遊
同
過
日

五
歳
優
遊
し
て
同 と

も

に
日
を
過
ご
し

一
朝
消
散
似
浮
雲

一
朝
消
散
し
て
浮
雲
に
似
た
り

琴
詩
酒
伴
皆
拋
我

琴
詩
酒
の
伴

皆
我
を
拋

な
げ
う

ち

雪
月
花
時
最
憶
君

雪
月
花
の
時

最
も
君
を
憶
ふ

幾
度
聴
鶏
歌
白
日

幾
度
か
鶏
を
聴
き
て
白
日
を
歌
ひ

亦
曾
騎
馬
詠
紅
裙

亦
た
曾
て
馬
に
騎
り
て
紅
裙
を
詠
ず

呉
娘
暮
雨
蕭
蕭
曲

呉
娘
暮
雨

蕭
蕭
の
曲

自
別
江
南
更
不
聞

江
南
に
別
れ
て
よ
り
更
に
聞
か
ず

こ
の
詩
は
洛
陽
に
い
る
白
居
易
が
、
以
前
の
江
南
地
方
で
勤
務
し
て
い
た
頃
の
生
活
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
当
時
属

官
で
あ
っ
た
殷
協
律
（
殷
は
姓
、
協
律
は
官
職
名
、
名
は
未
詳
）
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
漱
石
が
踏
ま
え
て
い
る
と
思
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わ
れ
る
の
は
こ
の
詩
の
傍
線
部
、「
か
つ
て
琴
や
詩
、
酒
を
一
緒
に
楽
し
ん
だ
友
は
も
う
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
雪
、

月
、
そ
し
て
花
の
時
と
い
う
自
然
の
景
物
が
美
し
い
時
、
と
も
に
見
た
君
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
」
と
い
う
部
分
で

あ
る
。
こ
の
部
分
は
遠
く
離
れ
た
地
の
友
人
に
追
憶
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
月
の
超

空
間
性
と
超
時
間
性
が
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
月
だ
け
で
な
く
冬
の
雪
、
秋
の
月
、
春
の
花
（
梅
）

と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
代
表
す
る
美
し
い
景
物
を
「
白
」
と
い
う
潔
白
な
イ
メ
ー
ジ
の
色
を
共
通
点
と
し
て
取
り

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
だ
け
で
な
く
一
年
中
い
つ
も
一
緒
に
自
然
の
美
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
、
深
く
清
ら

か
な
友
情
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
す
る
と
い
う
白
居
易
の
表
現
上
の
工
夫
は
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。

◇

最
後
に
い
よ
い
よ
本
題
の
漱
石
の
句
で
あ
る
。
も
う
一
度
挙
げ
て
お
こ
う
。

酒
な
く
て
詩
な
く
て
月
の
静
か
さ
よ

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
漢
詩
の
月
の
持
つ
超
空
間
性
と
超
時
間
性
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
友
情
や
望
郷
と
い

っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
つ
つ
漱
石
が
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
か
。
今
ま
で
確
認
し
て
き
た
漢
詩
的
な
文
脈
で
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
友
と
楽

し
む
べ
き
酒
も
詩
も
無
い
、
た
だ
あ
る
の
は
帰
れ
ぬ
故
郷
や
会
え
ぬ
友
人
を
思
わ
せ
る
月
ば
か
り
、
と
い
う
も
の
寂
し

い
情
景
で
あ
る
。「
静
か
さ
」
と
い
う
言
葉
も
、
或
い
は
李
白
の
「
静
夜
思
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は

り
寂
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
酒
な
く
て
詩
な
く
て
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
白
居
易
の
詩
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
が
無
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
を
一
緒
に
楽
し
む
べ
き
友
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
含
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
結
果
感

じ
ら
れ
る
「
月
の
静
か
さ
」
は
、
漢
詩
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
で
は
な
く
よ
り
日
本
的
な
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
、
例

え
ば
『
枕
草
子
』
で
「
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
情
感
に
よ
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
点
で
は
、
漱
石
と
は
時
代
が
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
し
ま
う
が
、
か
つ
て
阿
倍
仲
麻
呂
が
詠
ん
だ
和
歌
「
天
の
原
ふ
り
さ

け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
」
の
句
に
出
て
く
る
月
が
、「
か
つ
て
ふ
る
さ
と
で
見
た
月
」
と
い
う
、

超
空
間
性
と
超
時
間
性
か
ら
来
る
漢
詩
の
月
の
望
郷
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
の
と
は
異
な
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
漱
石
の
こ
の
句
は
、
漢
詩
に
お
け
る
月
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
こ
に
さ
ら
に
日
本
的
な
情
感

を
プ
ラ
ス
し
て
俳
句
と
い
う
文
脈
の
中
に
再
生
さ
せ
た
も
の
だ
、
と
い
う
と
読
み
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

◇

以
上
、
中
国
古
典
文
学
の
立
場
か
ら
漱
石
の
俳
句
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
こ
の
コ
ラ
ム
の
内
容
が
妥
当
か
ど
う

か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
俳
句
や
漢
詩
と
い
っ
た
漱
石
の
小
説
以
外
の
文
学
、
ま
た
そ
れ
ら
と
彼
が
親
し
ん
だ
漢
詩
文

や
英
文
学
と
の
関
係
な
ど
幅
広
い
視
点
か
ら
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
漱
石
の
文
学
を
よ
り
広
く
深
く
味
わ
い
、
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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