
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
自
然
描
写
に
つ
い
て
（
上
）

川

口

喜

治

 
盛
唐
の
詩
人
孟
浩
然
（
六
八
九
年
～
七
四
〇
年
）
は
、
一
般
に
山
水
田
園
詩
人

や
自
然
詩
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
孟
浩
然
の
文
学
を
、
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

本
領
と
さ
れ
る
自
然
風
景
の
描
写
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
紙
幅

の
都
合
上
、
本
論
は
（
上
）
（
下
）
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
る
が
、
本
稿
（
上
）
篇
に

お
い
て
は
、
従
来
の
代
表
的
な
関
連
研
究
を
整
理
し
、
そ
れ
に
補
足
を
加
え
る
か

た
ち
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
最
後
に
、
（
下
）
篇
に
お
け
る

論
点
を
提
出
し
た
い
。

（一

j

 
ま
ず
、
山
水
田
園
詩
人
・
自
然
詩
人
と
し
て
の
孟
浩
然
と
そ
の
自
然
描
写
の
作

品
に
対
す
る
、
我
が
国
に
お
け
る
代
表
的
な
評
価
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

 
我
が
国
の
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
、
小
川
環
樹
氏
の
評
価
を
取
り
上
げ
る
べ
き

 
 
 
 
 
 

で
あ
ろ
う
。
小
川
氏
は
、
王
維
と
孟
浩
然
と
を
比
較
し
、
王
維
が
コ
労
観
者
と
し

て
の
態
度
を
も
ち
つ
づ
け
、
政
治
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
風
景
を
歌
う
に
も
遠

景
を
愛
す
る
の
に
」
対
し
て
、
孟
浩
然
は
「
よ
り
情
熱
的
な
詩
人
」
で
あ
る
と
し
、

「
孟
浩
然
の
目
を
と
お
し
た
自
然
は
も
っ
と
人
間
に
親
近
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
孟
浩
然
の
詩
中
の
風
物
は
活
動
的
で
あ
り
、
王
維
の
は

い
つ
そ
う
静
止
的
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
王
維
に
は
枯
れ
さ
び
た
色
相
が
あ
り
、

孟
に
は
明
朗
な
気
分
が
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。
」
と
も
言
う
。
小
川
氏
は
、
こ
の
よ

う
に
、
孟
浩
然
詩
の
特
徴
と
し
て
情
熱
性
・
活
動
性
・
明
朗
さ
を
指
摘
し
て
お
り
、

ま
た
そ
れ
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
小
川
氏
の
こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
深
沢
一
幸
氏
は
、
孟
浩
然
詩
の
特
徴
と
し
て

「
自
然
へ
の
愛
」
を
指
摘
し
、
次
に
示
す
「
夏
日
辮
玉
法
師
茅
齋
」
（
一
七
〇
頁
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

1
3
0
）
を
挙
げ
て
分
析
し
て
い
る
。

夏
日
茅
齋
裏

無
風
愚
策
涼

竹
林
新
笑
概

籐
架
引
梢
長

篶
覚
巣
案
庭

蜂
濫
造
蜜
器

物
鴻
儒
可
翫

花
蕊
四
時
芳

夏
日
 
茅
齋
の
裏

風
無
け
れ
ど
も
坐
す
れ
ば
亦
た
涼
し

 
 
 
 
 
お
お

竹
林
新
第
概
く

籐
架
 
梢
を
引
き
て
長
し

鷲
は
巣
案
の
庭
を
覚
め

蜂
は
蜜
を
造
る
房
に
來
た
る

物
華
 
皆
翫
ぶ
べ
し

花
蕊
 
四
時
芳
し

こ
の
詩
の
詳
細
な
読
解
は
深
沢
氏
に
譲
る
が
、
氏
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
「
物
華
 
皆

翫
ぶ
べ
し
」
と
い
う
句
に
現
わ
れ
た
孟
浩
然
の
「
自
然
へ
の
愛
」
は
、
頸
聯
に
描

写
さ
れ
た
燕
や
蜂
の
よ
う
に
「
自
然
が
そ
の
活
動
状
態
に
あ
る
と
き
に
む
け
ら
れ

た
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
頷
聯
の
竹
や
藤
の
描
写
も
、
「
新
」
「
概
い
」

「
引
く
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
じ
っ
と
し
て
い
る
も
の
に
活
動
的
な
気
分
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
分
析
し
、
「
自
然
へ
の
愛
」
が
「
活
動
し
な
い
自
然
に
対
し
て

も
、
あ
る
場
合
に
は
、
動
き
を
あ
た
え
て
や
つ
」
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

次
の
「
宿
建
徳
江
」
（
二
八
二
頁
、
2
3
9
）
を
引
い
て
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
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る
。 

 
移
舟
泊
姻
渚
 
 
舟
を
移
し
て
姻
渚
に
泊
ま
る

 
 
日
暮
客
愁
新
 
 
日
暮
 
客
愁
新
た
な
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た

 
 
野
暖
天
低
樹
 
 
野
暖
く
し
て
 
天
 
樹
に
低
れ

 
 
江
清
月
近
人
 
 
江
清
く
し
て
 
月
 
人
に
近
し

深
沢
氏
は
、
ま
ず
、
転
句
・
結
句
に
つ
い
て
、
孟
浩
然
が
「
動
き
の
な
い
は
ず
の

「
天
」
「
月
」
を
「
樹
」
「
人
」
の
ほ
う
に
ひ
き
よ
せ
て
動
か
し
て
い
る
。
」
と
盛
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

だ
上
で
、
小
川
氏
の
読
み
に
し
た
が
い
「
人
」
を
作
者
自
身
で
あ
る
と
し
、
孟
浩

然
は
「
自
然
に
対
し
、
よ
り
主
体
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
自
身
が
自

然
の
一
部
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
す
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
鈴
木
修
次
氏
は
、
孟
浩
然

が
宋
の
謝
霊
運
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
詩
的
感
覚
が
同
質
の
傾
向
を
持
つ

と
指
摘
す
る
中
で
、
そ
の
例
と
し
て
、
右
の
孟
詩
の
転
句
・
結
句
と
、
次
に
掲
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

る
謝
霊
運
の
「
初
去
郡
詩
」
（
『
宋
詩
』
巻
三
）
中
の
二
句
と
を
対
比
し
て
い
る
。

 
 
野
暖
沙
岸
浄
 
 
野
暖
く
し
て
 
沙
岸
浄
く

 
 
天
高
秋
月
明
 
 
天
高
く
し
て
 
秋
月
明
ら
か
な
り

い
ま
こ
の
二
例
を
比
べ
た
と
き
、
鈴
木
氏
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
鈴
木
氏
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
対
比
に
よ
っ
て
、
小
川
氏
・
深
沢

氏
の
指
摘
す
る
孟
浩
然
詩
の
特
徴
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
孟
詩
の
「
天
」
「
月
」
に
対
し
て
、
謝
詩
の
「
沙
岸
」
は
清

い
ま
ま
で
動
き
が
な
く
、
ま
た
「
秋
月
」
は
天
空
に
懸
か
っ
た
ま
ま
静
止
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
比
較
に
よ
る
と
き
、
孟
浩
然
と
謝
霊
運
と
は
、

自
然
描
写
に
お
け
る
詩
的
感
覚
が
同
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
描
写
さ
れ
た
自
然
が

動
い
て
い
る
か
静
止
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
考
え

 
 
（
8
）

ら
れ
る
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
、
小
川
氏
・
深
沢
氏
の
指
摘
を
大
き
く
ま
と
め
る
と
、
孟
浩
然

詩
の
自
然
描
写
の
特
徴
は
、
「
活
動
的
自
然
」
と
詩
人
の
「
自
然
に
対
す
る
主
体
的
・

 
 
 
 
（
9
）

能
動
的
関
与
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
孟
浩

然
の
文
学
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
本
論
で
は
、

こ
の
二
点
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
孟
浩
然
詩
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
こ

と
と
し
た
い
。

（
二
）

 
ま
ず
、
「
活
動
的
自
然
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
孟
浩
然
詩
の
自
然
風
景

の
描
写
に
、
活
動
的
傾
向
を
特
徴
と
し
て
見
る
こ
と
は
、
実
は
、
小
川
氏
・
深
沢

氏
以
外
に
も
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
早
く
は
、
劉
甲
華
氏
が
、
「
彼
（
孟
浩
然
）

の
優
れ
た
詩
は
決
し
て
田
園
山
林
を
描
い
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
河
川
や
湖
・

海
を
描
く
こ
と
も
、
詩
人
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
田
園
山
林

の
静
態
だ
け
で
は
、
詩
人
の
変
化
に
富
む
思
考
（
原
文
「
客
思
」
）
や
心
に
抱
い
た

願
望
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」
と
す
る
。
劉
氏
の
指
摘
を
補
足
す
れ

ば
、
詩
人
の
変
化
に
富
む
内
面
を
情
景
と
し
て
描
く
に
は
、
変
化
に
富
む
河
川
・

湖
・
海
の
風
景
描
写
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ

と
か
ら
劉
氏
は
、
孟
浩
然
を
「
田
園
詩
人
」
「
山
林
詩
人
」
と
評
価
す
る
よ
り
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

「
河
嶽
詩
人
」
と
呼
ぶ
方
が
相
応
し
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
の
妥
当
性
は
い

ま
置
く
と
し
て
も
、
こ
れ
が
、
孟
浩
然
詩
の
河
川
や
湖
・
海
の
描
写
に
お
け
る
活

動
的
性
格
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
最
近
で
は
、
賀
新
居
氏
が
、
王
維
と
の
比
較
に
お
い
て
、
「
王
詳
記
中
の
景
色

は
、
す
べ
て
が
一
幅
の
す
ば
ら
し
い
絵
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
詩

 
 
 
 
（
1
1
）

中
に
画
有
り
」
で
あ
る
。
」
の
に
対
し
、
「
孟
浩
然
詩
中
の
景
色
は
、
一
連
の
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
絶
え
急
な
く
変
換
さ
れ
、
更
新
さ
れ
る
。
」
と
指

摘
す
る
。
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
の
賀
氏
自
身
の
解
説
を
要
約
す
れ
ば
、
王
維
の
一

首
の
詩
に
お
け
る
風
景
は
、
一
幅
の
絵
に
す
べ
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、

孟
浩
然
の
場
合
は
、
同
一
の
画
面
に
は
描
く
こ
と
が
で
き
ず
、
複
数
の
画
面
を
必

要
と
し
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
場
面
の
変
化
は
、
提
子
に
お
け
る
時
間
の
経
過
に
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孟浩然詩における自然描写について（上）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
川
氏
・
深
沢
氏
・
早
馬
と
は
違
っ

た
観
点
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
詩
の
場
面
が
静
止
せ
ず
に
変
化
し
て
ゆ

く
と
い
う
点
で
、
孟
浩
然
詩
の
活
動
的
性
格
に
注
目
し
た
評
価
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

 
李
煙
寺
は
、
や
は
り
王
維
と
の
比
較
を
し
、
次
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
①
王
詩

の
「
絵
画
性
」
に
対
し
て
孟
詩
の
「
紀
行
詩
」
、
つ
ま
り
、
王
詩
の
「
時
空
の
固
定
」

に
対
し
て
孟
詩
の
「
時
空
の
移
動
」
、
②
王
詩
が
「
動
詞
を
省
略
す
る
」
の
に
対
し

て
孟
詩
は
「
動
詞
・
接
続
詞
・
助
詞
を
う
ま
く
活
用
し
、
起
伏
を
つ
け
る
」
、
③
王

詩
が
「
作
者
が
詩
の
背
景
に
隠
れ
る
」
の
に
対
し
て
孟
詩
は
「
作
者
が
詩
中
に
登

場
す
る
」
、
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
い
ま
③
は
お
く
と
し
て
も
、
こ
こ
で
も
や
は
り

孟
浩
然
詩
の
活
動
的
性
格
が
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
①
の
「
時

空
の
移
動
」
は
、
賀
氏
の
指
摘
で
あ
る
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
性
と
同
質
の
も
の
で

 
 
（
1
4
）

あ
ろ
う
。

 
以
上
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
て
、
次
に
は
、
孟
浩
然
詩
の
風
景
描
写
に
お
け
る

活
動
的
性
格
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
検
討
を
行
な
い
た
い
。
ま
ず
、
孟
浩
然
詩
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
質
を
示
し
た
一
例
と
し
て
、
「
悪
顔
銭
塘
登
二
選
望
潮
作
」
（
一

五
七
頁
、
1
1
7
）

 
 
百
里
雷
聲
震

 
 
鳴
絃
暫
綴
弾

 
 
府
中
連
騎
出

 
 
江
上
待
潮
観

 
 
照
日
秋
雲
迫

 
 
浮
天
道
解
寛

 
 
驚
濤
來
似
雪

 
 
一
坐
下
生
寒

詩
題
の
「
望
潮
」

に
お
こ
る
、

な
秋
空
の
下
、

 
 
の

銭
亀
江
の
逆
流
現
象
で
あ
り
、

 
そ
れ
と
は
対
照
的
な
銭
塘
潮
が
、

を
挙
げ
る
。

 
百
里
 
雷
聲
震
い

 
鳴
絃
 
暫
し
弾
く
を
綴
む

 
府
中
 
騎
を
連
ね
て
出
で

 
江
上
 
潮
を
待
ち
て
観
る

 
日
に
照
ら
さ
れ
て
 
秋
雲
迫
か
に

 
天
を
浮
か
べ
て
 
器
量
怪
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
と

 
驚
濤
 
來
た
る
こ
と
雪
の
記
し

 
一
坐
 
凛
と
し
て
寒
を
生
ず

「
潮
」
は
、
有
名
な
銭
塘
潮
で
、
陰
暦
の
八
月
十
五
日
す
ぎ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
地
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
。
平
穏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正
に
怒
濤
と
な
っ
て
押
し
寄
せ

る
様
子
と
、
そ
れ
を
見
て
圧
倒
さ
れ
る
人
々
の
緊
張
や
ざ
わ
つ
き
が
臨
場
感
を
と

も
な
っ
て
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
短
時
間
の
出
来
事
が
、
賀
新
居
氏
の
指
摘
を

借
り
れ
ば
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
に
集
約
さ
れ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し

か
も
、
そ
の
一
画
面
一
画
面
が
動
的
な
描
写
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
作
品
全
体
も

活
動
感
に
満
ち
た
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。
た
だ
頸
聯
は
、
遠
く
広
が
り
を
も
つ

風
景
で
あ
り
、
活
動
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
効
果
的

に
、
背
景
と
し
て
、
銭
塘
潮
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

次
に
「
下
層
石
」
（
一
二
八
頁
、
9
4
）

 
 
三
石
三
百
里
 
 
麟
石
 
三
百
里

 
 
沿
洞
千
尽
目
 
 
沿
洞
す
玄
室
の
間

 
 
沸
聲
常
活
活
 
 
沸
聲

 
 
涛
勢
亦
渥
渥
 
 
清
勢

 
 
跳
沫
魚
子
沸
 
 
跳
沫

 
 
垂
藤
猿
狭
量
 
 
睡
蓮

 
 
榜
人
苦
奔
哨
 
 
榜
人

 
 
而
我
忘
瞼
銀

 
 
放
溜
情
彌
遠

 
 
登
櫨
目
自
閑

 
 
瞑
帆
何
庭
泊

 
 
遥
指
落
星
湾

詩
題
の
「
灘
右
」
は
、

を
見
て
み
る
。

常
に
活
活
た
り

猛
た
溝
溝
た
り

魚
龍
沸
き

猿
狭
墓
ず

奔
哨
に
苦
し
み

ま
で
の
十
八
灘
の
こ
と
。

岸
の
崖
が
せ
ま
り
急
カ
ー
ブ
が
続
く
川
が
、

る
様
が
、
「
沸
」
「
活
着
」

い
語
に
よ
っ
て
効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

揚
げ
て
跳
ね
上
が
り
、

而
る
に
我
は
瞼
銀
を
曇
る

 
 
 
 
 
い
よ

放
溜
情
彌
い
よ
遠
く

登
艦
 
目
明
ら
閑
な
り

瞑
帆
 
何
威
に
か
慰
す
る

遥
か
に
指
す
 
落
星
野

現
在
の
江
西
省
籟
水
の
う
ち
、
鞍
県
か
ら
万
安
県
に
至
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
V

 
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
は
じ
め
の
四
句
は
、
両

 
 
 
 
 
 
 
 
激
し
い
音
を
た
て
て
勢
い
よ
く
流
れ

 
「
清
」
「
溝
溝
」
と
い
う
、
さ
ん
ず
い
偏
の
動
作
性
の
高

 
 
 
 
 
 
 
 
次
の
二
黒
、
川
の
魚
も
水
し
ぶ
き
を

岸
で
は
藤
の
つ
る
に
猿
が
よ
じ
の
ぼ
る
と
い
う
描
写
も
、
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勢
い
あ
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
句
、
船
頭
も
崖
が
崩
れ
落
ち
そ
う
な
岸
に
悪
戦
苦

闘
し
て
い
る
。
以
上
、
た
い
へ
ん
活
動
性
に
富
ん
だ
描
写
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま

た
こ
こ
に
、
前
掲
評
言
氏
の
指
摘
で
あ
る
、
「
時
空
の
移
動
」
す
る
「
紀
行
詩
」
的

特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
加
え
て
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
以
下
の

描
写
で
、
詩
人
が
こ
の
よ
う
な
急
流
に
困
難
を
感
じ
ず
、
ま
さ
に
そ
の
流
れ
と
一

体
化
し
て
い
る
か
の
如
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
前
節
に
掲
げ
た
深
沢
氏
の
「
（
詩

人
が
）
自
然
の
一
部
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
と
通
ず
る
も
の
を
見

出
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
以
上
の
二
首
は
、
先
の
劉
氏
の
指
摘
に
あ
る
、

変
化
に
富
ん
だ
河
川
の
描
写
に
相
当
し
よ
う
。

 
次
に
「
登
蜆
山
亭
寄
奮
陵
張
少
府
」
（
二
八
八
頁
、
2
4
7
）
を
掲
げ
る
。

 
 
蜆
首
風
信
急
 
 
蜆
首
 
風
濡
急
に
し
て

 
 
雲
帆
若
鳥
飛
 
 
雲
帆
 
鳥
の
飛
ぶ
が
若
し

 
 
葱
軒
試
一
問
 
 
軒
に
懸
り
て
試
み
に
一
た
び
問
わ
ん

 
 
張
翰
欲
來
蹄
 
 
張
翰
 
來
り
蹄
ら
ん
と
欲
す
る
か

起
句
、
嚢
陽
の
蜆
山
の
も
と
、
風
が
吹
き
付
け
る
漢
水
の
急
激
な
流
れ
の
描
写
と
、

承
句
、
そ
れ
に
乗
っ
て
雲
の
よ
う
な
大
き
な
帆
を
膨
ら
ま
せ
て
鳥
の
よ
う
に
進
む

舟
の
描
写
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
に
満
ち
た
活
動
性
を
持
ち
、
さ
ら
に
は
パ
ノ
ラ
マ
的

な
壮
大
な
光
景
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
孟
浩
然
詩
の
活
動
的
傾
向
は
、
こ
の
よ
う
な
巨
視
的
な
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
微
視
的
な
も
の
の
描
写
に
も
見
ら
れ
る
。
前
節
に
掲
げ
た
深
沢
氏
の

挙
例
「
夏
日
辮
玉
法
師
茅
齋
」
詩
の
頷
聯
「
鷲
は
愚
案
の
庭
を
虐
め
、
蜂
は
蜜
を

造
る
房
に
來
た
る
」
と
い
う
燕
と
蜂
の
描
写
は
、
小
さ
な
生
命
の
活
動
に
目
を
注

い
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
こ

般
誓
書
輪
作

森
森
雨
足
垂

海
虹
晴
始
見

河
柳
潤
初
移

段
般
と
し
て
雷
聲
作
り

森
森
と
し
て
雨
足
出
る

海
虹
 
晴
れ
て
始
め
て
見
え

導
引
潤
い
初
め
て
移
る

 
 
 
（
「
東
坂
遇
雨
率
爾
胎
謝
南
池
」
二
〇
一
頁
、
1
5
9
）

は
、
五
言
律
詩
の
頷
聯
・
頸
聯
で
あ
る
が
、
四
句
目
は
、
雨
に
よ
る
柳
の
潤
い
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

徐
々
に
ひ
き
は
じ
め
て
い
る
様
子
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
微
妙
な
変

化
が
、
「
移
」
と
い
う
動
詞
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
動
き
を
と
も
な
っ
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
行
出
馬
東
山
望
漢
川
」
（
＝
二
〇
頁
、
9
5
）
中
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
っ
ま

 
 
石
上
損
椒
樹
 
 
石
上
 
椒
樹
損
り

 
 
藤
間
養
蜜
房
 
 
藤
間
 
蜜
房
を
養
う

は
、
上
句
で
は
、
岩
肌
に
山
椒
が
生
え
る
様
を
「
撹
」
と
い
う
動
詞
で
表
わ
し
て

い
る
。
下
句
で
は
、
藤
の
と
こ
ろ
に
蜂
の
巣
が
あ
る
様
子
を
「
養
」
と
い
う
動
詞

を
用
い
て
、
蜂
が
巣
を
作
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
表
わ
し
て
い
る
。
旅
の
途
中

の
細
や
か
な
風
景
で
あ
る
が
、
と
も
に
動
作
性
の
強
い
動
詞
の
使
用
に
よ
っ
て
活

動
性
を
与
え
ら
れ
た
描
写
に
な
っ
て
い
よ
う
。

 
ま
た
、
一
幅
の
絵
画
に
お
さ
ま
る
と
見
倣
し
う
る
風
景
描
写
に
も
、
活
動
性
が

見
ら
れ
る
。

 
 
孤
姻
村
前
起

 
 
蹄
雁
天
邊
去

 
 
積
雪
覆
平
炉

 
 
磯
鷹
捉
寒
冤

右
の
一
・
二
句
目
は
、

な
転
句
、

 
 
大
藩
孤
煙
直

 
 
長
足
落
日
圓

「
南
陽
北
阻
雪
」

磯積量孤
鷹雪書影

王
維
の

（
四
三
頁
、
2
8
）
中
の
四
句
を
挙
げ
る
。

村
際
に
起
こ
り

天
命
に
去
る

平
皐
を
覆
い

寒
冤
を
捉
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
7
）

 
「
使
至
高
上
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
一
二
六
）

の
著
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
喜
 
孤
煙
直
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
谷
 
落
日
圓
か
な
り

と
遠
景
の
捉
え
方
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
王
詩
の
「
卑
湿
」
が
「
直
」

と
静
止
し
て
い
る
の
に
対
し
、
孟
詩
の
そ
れ
は
「
起
る
」
と
い
う
動
き
を
持
っ
て

い
る
。
下
句
も
、
王
詩
が
あ
く
ま
で
静
止
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
孟
詩
の
「
鷹
」

は
「
去
る
」
と
い
う
動
き
を
見
せ
る
。
四
句
目
も
「
計
器
」
が
「
寒
冤
」
を
「
捉

え
る
」
と
い
う
動
作
性
の
強
い
描
写
で
あ
る
。
ま
た
、
「
途
中
遇
晴
」
（
二
〇
九
頁
、
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孟浩然詩における自然描写について（上）

1
6
7
）
と
い
う
五
律
の
頷
聯
・
頸
聯
は
、

 
 
天
開
斜
景
遍
 
 
天
開
き
て
 
亡
国
遍
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た

 
 
山
出
晩
雲
低
 
 
山
出
で
て
 
晩
雲
低
る

 
 
鯨
潔
猶
鱈
草
 
 
鯨
潔
 
猶
お
草
を
忙
し

 
 
残
流
尚
入
難
 
 
残
流
 
尚
お
難
に
入
る

で
あ
り
、
前
の
例
と
同
様
、
一
幅
の
絵
に
お
さ
ま
り
そ
う
な
風
景
で
あ
る
。
た
だ

や
は
り
、
「
開
」
「
遍
」
「
出
」
「
低
」
「
鱈
」
「
入
」
な
ど
、
動
詞
あ
る
い
は
動
作
性

の
あ
る
語
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

 
以
上
、
本
節
で
は
、
孟
浩
然
詩
の
「
活
動
的
自
然
」
に
つ
い
て
、
補
足
的
に
若

干
の
検
討
を
試
み
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
例
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

孟
浩
然
詩
の
自
然
風
景
の
描
写
に
見
ら
れ
る
活
動
的
傾
向
は
、
先
の
李
浩
氏
の
指

摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
詩
句
中
に
動
詞
あ
る
い
は
動
作
性
の
強
い
語
を
巧
み
に
使

用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
確
認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）

 
前
節
の
「
活
動
的
自
然
」
の
検
討
に
続
き
、
本
節
で
は
、
詩
人
の
「
自
然
に
対

す
る
主
体
的
・
能
動
的
関
与
」
の
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の

前
に
少
し
視
点
を
変
え
て
み
た
い
。

 
歴
代
の
孟
浩
然
評
を
見
る
と
、
前
節
で
検
討
し
た
活
動
性
と
は
一
見
相
反
す
る

よ
う
な
評
語
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
清
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
そ
し
て

一
般
的
に
、
「
清
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
透
明
さ
、
清
潔
さ
、
冷
た
さ

な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
静
止
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
活
動
的
イ

メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、

以
下
少
し
く
、
孟
浩
然
詩
を
「
清
」
と
評
す
る
代
表
的
な
評
語
を
挙
げ
て
確
認
し

て
お
く
。

 
同
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、
李
白
「
贈
孟
浩
然
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
一
六
八
）
を
、

ま
ず
掲
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
（
七
三
九
）

 
 
 
 
孟
浩
然
は
五
十
一
歳
で
、

 
 
 
 
 
 
 
高
潔
で

 
 
 
 
 
 
 
同
時
代
的
に
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
知
識
人
を
評
価
す
る
第
一
の
基
準
が
、
そ
の
文
学
的
才
能
で
あ
っ
た
時

 
 
 
 
 
 
 
こ
の
よ
う
な
人
物
評
価
は
、
そ
の
処
世
態
度
に
加
え
て
、
そ
の

詩
文
に
よ
っ
て
も
大
き
く
左
右
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
同
時
代

に
、
孟
浩
然
の
作
品
に
「
高
山
」
「
清
券
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
評
価
が
与
え
ら
れ

て
い
た
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
有
力
な
評
価
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
杜
甫
の
作
品
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。

 
 
 
「
解
悶
十
二
首
」
其
式
（
『
全
唐
詩
』
巻
二
三
〇
）

 
 
吾
愛
孟
夫
子

 
 
風
流
天
下
聞

 
 
紅
顔
棄
軒
第

 
 
白
首
臥
松
雲

 
 
醇
月
頻
中
聖

 
 
迷
花
不
急
君

 
 
高
山
安
可
仰

 
 
徒
一
揖
清
券

開
元
二
十
七
年

こ
の
時
、

世
間
を
超
越
し
、

然
の
人
物
像
が
、

そ
し
て
、

代
に
お
い
て
は
、

吾
は
愛
す
 
孟
夫
子

風
流
 
天
下
に
聞
こ
ゆ

紅
顔
 
軒
昆
を
棄
て

白
首
 
松
雲
に
臥
す

月
に
醇
い
て
頻
り
に
聖
に
中
り

花
に
迷
い
て
君
に
事
え
ず

高
山
 
安
ん
ぞ
仰
ぐ
可
け
ん
や

徒
ら
に
此
に
清
券
に
揖
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

 
 
に
嚢
胞
に
孟
浩
然
を
訪
ね
た
時
の
作
品
と
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
死
の
前
年
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
よ
る
と
、
俗

 
（
「
高
山
」
）
す
が
す
が
し
い
（
「
清
券
」
）
と
い
う
孟
浩

 
 
復
憶
意
陽
孟
浩
然
 
 
復
た
憶
う
 
裏
陽
の
孟
浩
然

 
 
清
詩
句
句
題
堪
傳
 
 
二
種
 
句
句
 
壷
く
傷
う
る
に
類
う

 
 
即
今
書
好
劇
新
語
 
 
即
今
 
書
意
 
新
語
無
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
だ

 
 
漫
釣
鳶
頭
縮
頸
編
 
 
詣
り
に
釣
る
 
嵯
頭
の
縮
頸
編

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
9
）

大
暦
二
年
（
七
六
七
）
年
、
菱
州
に
て
の
作
品
と
さ
れ
る
。
孟
浩
然
の
死
後
約
三

十
年
後
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
「
清
詩
」
と
、
明
確
に
孟
の
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
0
）

風
に
対
し
て
「
清
」
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
結
句
は
、
孟
浩
然

の
「
蜆
潭
作
」
（
五
三
頁
、
3
7
）
の
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試
算
竹
竿
釣
 
 
試
み
に
竹
竿
を
垂
れ
て
釣
れ
ば

 
 
果
得
意
頭
騙
 
 
果
し
て
査
頭
の
編
を
得
た
り

を
受
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
心
頭
の
縮
頸
編
」
は
「
お
し
き
う
お
」
と
い
う
魚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
1
）

で
、
嚢
陽
の
蜆
山
の
ふ
も
と
の
落
水
で
と
れ
る
美
味
な
魚
で
あ
る
。
「
替
奮
」
は
、

晋
の
習
盤
歯
の
『
嚢
陽
圧
薔
傳
』
が
あ
る
の
を
ふ
ま
え
て
、
華
々
の
長
老
を
指
す
。

し
て
み
る
と
、
杜
詩
の
転
句
・
結
句
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
孟
浩
然
亡
き
あ
と
、

嚢
陽
の
人
士
は
、
た
だ
む
だ
に
釣
り
を
す
る
だ
け
で
あ
り
（
孟
と
同
じ
よ
う
に
釣

り
を
し
て
も
、
孟
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
詩
を
作
り
出
し
て
い
な
い
）
、
そ
の
「
清
」

な
る
詩
風
を
継
承
発
展
さ
せ
る
優
れ
た
詩
人
が
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

 
 
（
2
2
）

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
杜
甫
が
孟
浩
然
を
い
か
に
貴
重
な
先
輩
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
た
か
を
示
し
て
い
よ
う
。
杜
甫
は
「
遣
興
五
首
」
其
丈
（
『
全
唐
詩
』
巻
二

一
八
）
で
も
孟
浩
然
に
敬
意
を
表
わ
し
て
い
る
。

 
 
吾
憐
孟
浩
然

 
 
短
褐
即
長
夜

 
 
賦
詩
何
必
多

 
 
往
往
凌
飽
謝

 
 
清
江
空
蕾
魚

 
 
春
雨
鯨
甘
薦

 
 
資
望
東
南
雲

 
 
令
人
揮
毫
叱

乾
元
二
年

吾
は
罷
む

春清往賦短
雨江往詩褐

 
 
孟
浩
然

長
夜
に
即
き
し
こ
と
を

何
ぞ
必
し
も
多
か
ら
ん
や

飽
謝
を
凌
ぐ

空
し
く
菖
魚
あ
り

甘
薦
鯨
る

 
 
 
 
 
（
七
五
九
）

の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

人
の
詩
作
量
に
関
す
る
批
評
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
が
、

こ
こ
で
は
、
前
半
、

 
 
（
2
3
）

や
謝
眺
を
超
え
る
と
評
し
て
い
る
。
な
お
飽
照
は
、
杜
甫
が
李
白
を
評
し
た
句
「
清

新
は
庚
開
府
、
俊
逸
は
墓
参
軍
」
（
「
春
日
憶
李
白
」
『
全
唐
詩
』
巻
二
二
四
）
か

ら
、
杜
甫
に
よ
っ
て
「
俊
逸
」
と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
謝
眺

 
東
南
の
雲
を
望
む
毎
に

 
人
を
し
て
幾
た
び
か
悲
写
せ
し
む

 
秦
州
で
の
作
品
で
あ
り
、
孟
浩
然
の
死
後
約
二
十
年
の
時

 
 
 
三
句
目
に
、
孟
浩
然
が
多
作
で
は
な
か
っ
た
と
、
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

孟
浩
然
は
不
遇
ま
ま
生
涯
を
閉
じ
た
が
、
そ
の
文
学
は
飽
照

に
つ
い
て
杜
甫
が
そ
の
詩
風
を
こ
の
よ
う
な
形
で
具
体
的
に
評
し
た
例
は
見
当
た

 
 
 
（
2
4
）

ら
な
い
が
、
同
時
代
の
李
白
に
よ
っ
て
謝
眺
の
清
麗
・
清
俊
・
清
新
な
イ
メ
ー
ジ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
5
）

が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
詩
の
後
半
は
、
孟
浩
然

の
死
後
、
彼
が
好
ん
だ
「
底
魚
」
「
甘
甘
」
が
む
な
し
く
残
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を

い
う
が
、
そ
こ
で
嚢
陽
の
濁
水
を
表
現
す
る
の
に
「
清
江
」
と
「
清
」
の
字
を
使

用
し
て
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
は
前
掲
詩
で
、
孟
詩
を
「
清
詩
」
と

評
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
の
「
薔
魚
」
は
「
嵯
頭
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
6
）

縮
頸
編
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
二
首
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
杜
甫
が
孟

浩
然
を
評
す
る
と
き
に
、
釣
り
や
縮
頸
編
を
持
ち
出
し
た
の
か
は
、
次
回
で
考
え

る
こ
と
に
し
た
い
。

 
さ
ら
に
、
唐
代
に
お
い
て
、
孟
浩
然
を
「
清
」
と
評
す
る
例
と
し
て
は
、
王
士

源
の
「
孟
浩
然
集
序
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
な
お
製
菓
源
は
、
嚢
陽
の
南
に
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
7
）

宜
城
の
人
で
、
序
は
天
宝
年
間
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
孟
浩

然
の
容
姿
を
、

 
 
骨
貌
淑
清
、
風
神
散
朗
。

 
 
骨
貌
淑
清
に
し
て
、
風
神
散
朗
な
り
。

の
よ
う
に
、
世
俗
的
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
王
士
源
自
身

の
孟
浩
然
の
文
学
に
対
す
る
評
価
を
載
せ
、

 
 
士
源
他
時
嘗
筆
讃
之
日
、
導
質
置
憲
、
建
生
楚
英
。
浩
然
清
里
、
亦
其
自
名
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
こ
と

 
 
士
源
他
時
嘗
っ
て
筆
も
て
之
を
讃
え
て
曰
く
、
「
漂
を
導
き
漿
を
挺
し
、
宴
に

 
 
楚
英
を
生
ず
。
浩
然
た
る
清
獲
、
亦
た
其
れ
自
ら
名
あ
り
」
と
。

と
讃
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
王
序
で
は
、
風
貌
・
文
学
と
も
に
「
清
」
で
あ

る
こ
と
が
、
詩
人
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
王
序
は
、

 
 
再
遊
本
省
、
秋
月
新
舞
、
諸
英
華
賦
詩
作
會
。
浩
然
聖
日
、
微
雲
淡
河
漢
、

 
 
疎
雨
滴
梧
桐
。
篤
信
界
隈
清
絶
、
威
速
筆
不
復
爲
縫
。

 
 
同
省
に
聞
出
し
、
秋
月
新
た
に
得
れ
、
諸
英
華
詩
を
賦
し
て
會
を
肥
す
。
浩

 
 
然
の
句
に
曰
く
、
「
碧
雲
 
河
漢
に
淡
く
、
疎
雨
 
梧
桐
に
滴
る
」
と
。
學
坐
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其
の
清
絶
な
る
に
嵯
き
、
賢
く
筆
を
欄
き
て
復
た
緯
ぐ
を
爲
さ
ず
。

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
、
黒
川
洋

一
氏
は
、
「
浩
然
の
写
す
自
然
の
特
色
が
、
そ
の
清
絶
さ
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
当
時

の
人
々
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
も
の
語
る
も
の
と
い
え
る
。
」
と
指
摘
し

 
 
（
2
8
）

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
評
さ
れ
た
「
清
絶
」
さ
は
、
詩
を
う
た
い
継
ぐ
こ
と
の

で
き
る
者
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
孤
高
性
に
お
い
て
、
先
の
杜
甫
詩
や
次
の
白
居

易
詩
に
あ
る
「
後
継
者
が
い
な
い
」
「
後
継
で
き
る
者
が
い
な
い
」
と
い
う
評
価
と

通
心
し
て
い
よ
う
。
な
お
王
序
は
、
世
俗
に
興
味
を
示
さ
な
い
隠
士
と
し
て
、
孟

 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
9
）

浩
然
像
を
描
い
て
い
る
。

 
盛
唐
以
後
は
、
中
唐
で
は
、
白
居
易
が
、
「
遊
裏
採
点
孟
浩
然
」
（
『
全
唐
詩
』
巻

四
三
二
）
の
中
で
、

 
 
 
 
 
 
 
冒
頭
四
句
は
、
 
 
 
 
 
 
 
い
わ
ゆ
る
「
江
山
之
助
」

を
得
て
優
れ
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
い
で

そ
の
詩
風
が
（
人
物
像
も
含
ま
れ
よ
う
が
）
「
清
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
前
掲
の
杜
甫
詩
同
様
、
そ
の
詩
風
を
嚢
陽
の
後
輩
た
ち
が
継
承
し
て
い
な
い

 
 
楚
山
碧
毒
心

 
 
鼻
水
碧
湯
湯

 
 
秀
氣
結
成
象

 
 
孟
氏
之
文
章

 
 
今
我
調
遺
文

 
 
思
人
至
墨
書

 
 
清
風
無
人
縫

 
 
日
暮
空
嚢
陽

 
 
南
望
鹿
門
山

 
 
藷
互
有
鯨
芳

 
 
耳
隠
不
知
庭

 
 
雲
深
山
蒼
蒼

と
詠
ん
で
い
る
。

楚
山
 
碧
に
し
て
巖
巖
た
り

漢
水
 
碧
に
し
て
湯
湯
た
り

秀
氣
 
結
び
て
象
を
成
す
は

孟
氏
の
文
章
な
り

今
 
我
 
遺
文
を
引
し

人
を
思
い
で
其
の
郷
に
至
る

清
風
 
人
の
縫
ぐ
無
く

日
暮
嚢
陽
空
し

南
の
か
た
鹿
門
山
を
望
め
ば

藷
と
し
て
鯨
芳
有
る
が
若
し

奮
隠
子
を
知
ら
ず

雲
深
く
し
て
樹
蒼
蒼
た
り

 
 
 
 
孟
浩
然
の
文
学
が
、

（
継
承
で
き
て
い
な
い
）
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
晩
唐
で
は
、
皮
日
休
が
、
「
郵
州
孟
亭
記
」
（
『
皮
氏
文
叢
』
巻
七
）
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
0
）

い
て
、
孟
浩
然
の
詩
風
を
「
清
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
孟
浩
然
の
文
学
は
、
甲
唄
に
お
い
て
す
で
に
、
「
清
」
と
い
う
言

葉
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の

処
世
の
超
俗
性
と
文
学
の
孤
高
的
な
清
絶
さ
に
焦
点
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
唐
以
後
、
宋
か
ら
清
に
お
い
て
も
、
孟
浩
然

の
文
学
に
つ
い
て
「
清
」
と
評
価
す
る
も
の
は
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
、
こ
こ
で
は
一
々
挙
げ
ず
、
例
え
ば
李
景
白
氏
の
ま
と
め
る
孟
浩
然
の
「
歴

 
 
（
3
1
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
2
）

代
評
論
」
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
さ
て
、
現
代
の
研
究
に
お
い
て
も
、
孟
浩
然
の
詩
風
を
「
清
」
で
あ
る
と
評
価

す
る
こ
と
に
は
、
お
お
む
ね
異
論
は
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ら

の
研
究
は
、
孟
浩
然
に
つ
い
て
の
「
清
」
を
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
青
山
宏
氏
は
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
「
清
」
字
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
、
検
討
分

 
 
 
 
 
 
（
3
3
）

析
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
「
清
」
を
「
世
俗
的
な
塵
雑
に
対
す
る
反
対

概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
詩
人
が
「
俗
事
か
ら
身
を
解
き
放
ち
、

心
を
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
遊
ば
せ
て
凝
念
、
塵
慮
を
忘
れ
去
ら
ん
と
す
る
に
ほ
か

な
ら
な
い
」
境
地
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

 
田
口
暢
穂
氏
は
、
青
山
氏
と
同
様
に
、
「
清
」
字
の
用
例
か
ら
考
察
し
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
4
）

が
、
分
析
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
清
」
字
が
形
容
す
る
表
現

の
分
類
を
行
な
い
、
「
川
の
水
の
澄
ん
だ
さ
ま
」
「
朝
・
昼
の
さ
わ
や
か
さ
」
「
日
の

光
」
「
人
柄
」
「
・
1
0
の
あ
り
方
」
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
、
中
で
も
「
川

の
水
の
澄
ん
だ
さ
ま
」
を
形
容
す
る
表
現
が
最
も
多
い
と
す
る
。
ま
た
寺
院
で
作

ら
れ
た
作
品
中
の
「
清
響
」
「
清
音
」
「
清
聴
」
な
ど
の
音
声
的
な
語
に
注
目
し
、

そ
れ
ら
が
「
寺
院
の
非
世
俗
的
な
趣
き
を
聴
覚
の
面
か
ら
強
く
印
象
づ
け
る
音
と

し
て
作
用
し
て
い
る
」
と
し
、
ま
た
「
寺
院
↓
超
俗
性
↓
清
」
と
い
う
関
連
付
け
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を
し
て
い
る
。

 
鈴
木
修
次
氏
は
、
寺
院
に
お
け
る
作
品
「
尋
香
山
湛
上
人
」
（
一
頁
、
1
）
を
例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
5
）

に
挙
げ
、
「
澄
明
」
「
澄
清
」
が
孟
浩
然
の
好
ん
だ
境
地
で
あ
る
と
す
る
。

 
ま
た
、
雷
文
鵬
氏
は
、
孟
浩
然
詩
に
お
い
て
「
清
」
字
の
使
用
が
目
立
つ
こ
と

を
指
摘
し
た
あ
と
、
「
清
」
を
二
字
に
敷
妙
す
る
方
法
で
、
孟
浩
然
が
追
求
し
た
詩

の
美
学
を
、
「
清
真
」
（
純
真
な
感
情
の
発
露
）
「
清
幽
」
（
静
か
で
奥
深
い
自
然
風

景
と
悟
淡
な
隠
逸
の
情
趣
の
融
合
）
「
清
空
」
（
虚
心
坦
懐
に
自
然
の
美
を
観
察
描

写
す
る
）
「
清
曖
」
（
広
い
空
間
美
と
深
遠
な
情
趣
を
備
え
た
境
地
）
「
清
淡
」
（
風

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
6
）

景
描
写
に
色
彩
を
ほ
と
ん
ど
施
さ
な
い
）
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

 
さ
て
、
こ
れ
ら
の
論
は
、
い
ず
れ
も
「
清
」
の
境
地
を
、
超
俗
性
や
透
明
性
を

視
点
に
解
釈
し
て
お
り
、
唐
代
か
ら
の
評
価
の
延
長
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と

 
 
 
 
 

い
え
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
評
価
は
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
た
だ
私
は
、
こ
れ
ら
の
評
価
を
承
け
つ
つ
、
従
来
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
清
」

を
、
第
一
節
に
お
い
て
小
川
・
深
沢
両
氏
を
承
け
て
指
摘
し
た
孟
浩
然
の
自
然
描

写
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
、
詩
人
の
「
自
然
に
対
す
る
主
体
的
・
能

動
的
関
与
」
の
態
度
に
結
び
つ
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
清
」

と
感
じ
ら
れ
る
、
静
止
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
作
品
や
詩
句
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん

い
ま
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
活
動
性
は
必
ず
し
も
顕
著
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、

自
然
へ
の
主
体
的
・
能
動
的
関
与
と
い
う
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
自
然
へ
の
関
与
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
が
、
田
口
氏
の
指
摘
す
る
「
川

の
水
の
澄
ん
だ
さ
ま
」
に
代
表
さ
れ
る
、
自
然
の
透
明
性
な
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
孟
浩
然
に
と
っ
て
、
自
然
が
、
障
害
が
な
く
透
明
な
も
の
と
し
て
存
在
し

て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
の
対
象
へ
と
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
私
は
、
こ
の
自
然
へ
の
主
体
的
・
能
動
的
関
与
の
態
度
に
は
、
自
然
に
対
す

る
求
心
的
態
度
と
も
い
え
る
も
の
も
見
出
せ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
第
一
節
に
引

用
し
た
深
沢
氏
論
文
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
孟
浩
然
の
自
然
に
対

す
る
態
度
は
、
詩
人
が
対
象
に
向
か
う
だ
け
で
は
な
く
、
詩
人
が
対
象
を
自
分
の

も
と
に
引
き
つ
け
て
い
る
と
い
う
印
象
も
強
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
沢
氏
の

指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
よ
っ
て
、
一
見
静
止
的
な
イ
メ
ー

ジ
の
作
品
や
詩
句
に
も
、
活
動
性
が
付
与
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

 
以
上
、
少
々
雑
駁
と
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
論
（
下
）

篇
に
お
い
て
は
、
孟
浩
然
の
作
品
を
、
自
然
に
対
す
る
主
体
的
・
能
動
的
関
与
の

態
度
、
自
然
に
対
す
る
求
心
的
態
度
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し

た
い
。

 
〔
注
〕

（
1
）
 
本
論
で
は
、
「
自
然
描
写
」
「
自
然
風
景
の
描
写
」
な
ど
の
こ
と
ば
を
用
い

 
 
る
が
、
そ
の
意
味
に
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
本
論
の
挙
例
の
中
に
は
、
厳
密

 
 
に
は
自
然
風
景
の
描
写
と
は
い
え
な
い
も
の
も
い
く
つ
か
出
て
く
る
が
、
本

 
 
論
の
考
察
の
焦
点
が
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
自
然
に
関
す
る
態
度
に
あ
る
の

 
 
で
、
右
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
。

（
2
）
 
『
唐
詩
概
説
』
第
三
章
盛
唐
（
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
。

（
3
）
 
「
孟
浩
然
詩
に
つ
い
て
」
（
『
（
大
阪
大
学
言
語
文
化
部
）
言
語
文
化
研
究
』

 
 
七
、
一
九
八
一
年
）
。

（
4
）
 
本
稿
で
引
用
す
る
孟
浩
然
の
作
品
は
、
徐
鵬
『
孟
浩
然
集
校
注
』
（
一
九
八

 
 
九
年
、
人
民
文
学
出
版
社
）
を
底
本
と
し
、
そ
の
頁
数
を
掲
げ
る
。
ま
た
頁

 
 
数
の
あ
と
に
田
口
暢
穂
「
孟
浩
然
詩
作
品
表
」
（
『
鶴
見
大
学
紀
要
』
二
〇
（
第

 
 
一
部
 
国
語
・
国
文
学
篇
）
、
一
九
八
三
年
）
ま
た
は
拙
稿
「
孟
浩
然
詩
平
作

 
 
品
対
照
表
」
（
『
中
国
学
園
』
小
輩
号
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
作
品
番
号
を

 
 
掲
げ
る
。

（
5
）
 
注
（
2
）
に
同
じ
。

（
6
）
 
以
下
、
漢
魏
六
朝
詩
の
引
用
は
、
す
べ
て
逮
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝

 
 
詩
』
（
一
九
八
三
年
、
中
華
書
局
）
に
よ
り
、
そ
の
巻
数
を
示
す
。
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（
7
）
 
「
孟
浩
然
論
 
孟
浩
然
の
詩
風
と
、
そ
の
影
響
」
（
『
唐
代
詩
人
論
上
巻
』
所

 
 
収
。
一
九
七
三
年
、
鳳
出
版
）

（
8
）
 
孟
浩
然
詩
に
お
い
て
、
「
月
」
を
作
者
自
身
に
引
き
寄
せ
て
い
る
例
と
し

 
 
て
、
次
の
作
品
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
「
宿
桐
細
江
寄
廣
陵
回
遊
」
（
一
九
八

 
 
頁
、
1
5
7
）
「
山
売
雨
声
愁
、
槍
持
急
夜
雨
。
風
湿
爾
葉
音
、
月
照
一
孤

 
 
舟
。
…
…
」
西
中
の
「
孤
舟
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
詩
人
の
舟
で
あ
り
、
第

 
 
四
句
は
、
ま
る
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
た
か
の
よ
う
に
、
月
光
が
そ
の

 
 
舟
だ
け
に
向
か
っ
て
射
し
て
い
る
と
い
う
情
景
で
は
あ
る
ま
い
か
。
コ
」

 
 
「
孤
」
と
い
う
舟
の
形
容
か
ら
そ
う
読
み
た
い
。
換
言
す
れ
ば
、
月
の
光
を

 
 
詩
人
自
身
だ
け
で
独
占
し
て
い
る
描
写
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
月
の
光
を
詩
人

 
 
自
身
だ
け
に
引
き
寄
せ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
9
）
 
「
自
然
に
対
す
る
主
体
的
・
能
動
的
関
与
」
に
関
し
て
、
芦
立
一
郎
氏
の
調

 
 
査
は
興
味
深
い
。
氏
は
、
自
然
詩
人
と
見
な
さ
れ
る
王
維
・
孟
浩
然
・
盧
輪
・

 
 
銭
起
の
四
詩
人
の
全
作
品
に
お
け
る
用
字
頻
度
を
百
位
ま
で
調
査
さ
れ
報
告

 
 
さ
れ
た
（
「
大
暦
詩
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
一
銭
起
の
場
合
1
」
第
六
回
中
唐
文
学

 
 
会
、
一
九
九
五
年
十
月
六
日
）
。
そ
の
中
で
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
一
人
称
代

 
 
名
詞
「
我
」
（
六
〇
位
・
三
四
例
）
が
、
注
目
さ
れ
た
。
主
体
性
・
能
動
性
と

 
 
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
場
合
、
一
人
称
は
、
重
要
な
指
標
に
な
る
と
考
え
ら

 
 
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、
他
の
三
詩
人
に
お
い
て
は
、
一
人
称
に
あ

 
 
た
る
語
は
、
百
位
ま
で
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
1
0
）
 
「
河
嶽
詩
人
孟
浩
然
」
（
『
文
史
雑
誌
』
六
-
一
、
一
九
四
八
年
）
。
な
お
「
河

 
 
嶽
」
は
、
例
え
ば
『
辞
源
修
訂
本
』
（
一
九
七
九
～
八
四
年
、
商
務
印
書
館
）

 
 
で
は
、
引
伸
義
と
し
て
「
山
川
、
大
地
」
の
語
釈
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
「
山

 
 
林
」
「
田
園
」
を
含
め
た
、
よ
り
広
範
囲
の
自
然
を
指
す
。

（
1
1
）
 
「
意
中
有
理
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
蘇
執
の
「
望
潮
詰
藍
田
二
重
圖
」
中

 
 
の
評
語
。
「
味
撃
高
之
詩
、
詩
中
有
書
。
観
摩
磐
戸
書
、
書
中
有
詩
。
…
…
」

 
 
（
『
蘇
執
文
集
』
巻
七
〇
・
題
践
、
一
九
八
六
年
、
中
華
書
面
）
。

（
1
2
）
 
「
王
、
孟
詩
歌
之
比
較
」
（
『
遼
寧
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
一
九

 
 
八
七
i
一
、
一
九
八
七
年
）
。
引
用
部
分
は
、
軍
営
詩
の
「
静
美
（
静
態
美
）
」

 
 
を
四
つ
の
視
点
か
ら
比
較
し
た
内
の
一
つ
で
あ
る
が
、
孟
詩
の
風
景
描
写
の

 
 
活
動
的
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

（
1
3
）
 
「
王
維
与
孟
浩
然
山
水
田
園
詩
之
比
較
」
（
『
西
北
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科

 
 
学
版
）
』
一
九
八
七
-
三
、
一
九
八
七
年
）
。
以
下
の
三
点
の
指
摘
は
川
口
の

 
 
要
約
に
よ
る
。

（
1
4
）
 
こ
の
ほ
か
孟
詩
の
活
動
的
傾
向
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
は
、
李
景
白
「
清

 
 
幽
雅
淡
 
平
易
自
然
-
漫
談
孟
浩
然
詩
歌
的
芸
術
風
格
」
（
『
河
北
師
院
学
報

 
 
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
一
九
八
七
-
四
、
一
九
八
七
年
）
が
、
孟
浩
然
が
自

 
 
然
の
「
静
態
美
」
だ
け
で
は
な
く
「
動
態
美
」
を
も
好
ん
だ
と
述
べ
る
。
英

 
 
烈
・
文
生
「
王
維
、
孟
浩
然
山
水
詩
的
異
雷
同
」
（
『
遼
寧
師
範
大
学
学
報
（
社

 
 
会
科
学
版
）
』
一
九
九
三
-
三
、
一
九
九
三
年
）
は
、
王
孟
を
驚
動
の
観
点
か

 
 
ら
比
較
す
る
中
で
、
孟
詩
の
活
動
的
傾
向
を
指
摘
す
る
。

（
1
5
）
 
『
讃
回
方
輿
紀
要
』
（
巻
八
八
）
江
西
・
鞍
州
府
・
当
院
・
白
水
に
「
北
流

 
 
三
百
里
、
至
吉
安
府
萬
安
寄
。
其
間
有
二
合
、
日
白
丁
灘
…
…
。
倶
厩
鞍
縣
。

 
 
認
諾
解
任
、
乃
至
萬
安
。
所
謂
十
八
二
面
。
今
回
縣
境
者
一
百
八
十
里
。
灘

 
 
之
怪
石
如
精
鐵
、
突
兀
廉
属
、
錯
峙
波
面
。
其
上
流
三
新
豊
・
寧
都
者
、
石

 
 
磧
瞼
阻
、
尤
甚
於
十
八
灘
。
孟
浩
然
云
、
土
石
三
百
里
、
雪
洞
気
障
間
、
是

 
 
也
。
」
と
あ
る
。
な
お
現
在
の
輯
県
か
ら
気
安
県
ま
で
は
、
直
線
距
離
に
し
て

 
 
約
七
五
キ
ロ
。

（
1
6
）
 
な
お
、
こ
の
句
の
「
移
」
を
「
移
植
」
と
解
釈
す
る
注
釈
が
い
く
つ
か
存

 
 
在
す
る
。
黒
川
洋
一
『
孟
嚢
陽
集
編
年
汁
注
（
下
）
』
（
（
大
阪
大
学
教
養
部
）

 
 
研
究
集
録
（
人
文
・
社
会
科
学
）
三
二
、
一
九
八
三
年
）
・
陳
胎
鰍
『
孟
浩
然

 
 
詩
選
』
（
一
九
八
三
年
置
人
民
文
学
出
版
社
）
・
李
小
松
『
孟
浩
然
章
応
物
詩

 
 
選
』
（
一
九
八
三
年
、
三
献
書
店
香
港
分
店
）
・
裏
壁
『
王
維
孟
浩
然
詩
選
注
』

 
 
（
一
九
九
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
で
あ
る
。
う
ち
、
黒
川
氏
は
「
土
が
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し
め
り
気
を
帯
び
た
の
で
川
べ
の
柳
を
は
じ
め
て
移
し
植
え
る
。
」
と
訳
す
。

 
 
た
だ
、
翌
翌
刻
本
『
孟
浩
然
詩
集
』
巻
上
（
十
四
表
）
や
汲
古
集
本
（
李
景

 
 
白
『
孟
浩
然
詩
集
校
注
』
（
一
九
八
八
年
、
巴
墨
書
社
）
に
よ
る
）
で
は
「
潤

 
 
初
移
」
を
「
濃
初
稀
」
に
作
っ
て
お
り
、
こ
の
異
文
は
私
の
解
釈
を
支
持
し

 
 
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

（
1
7
）
 
以
下
、
孟
浩
然
詩
以
外
の
唐
詩
は
、
『
全
唐
詩
』
に
よ
り
引
用
し
、
そ
の
巻

 
 
数
を
示
す
。

（
1
8
）
 
窟
鎮
『
李
白
詩
文
系
年
』
（
一
九
五
八
年
、
作
家
出
版
社
）
。
ち
な
み
に
、

 
 
こ
の
詩
を
系
年
す
る
も
の
と
し
て
、
安
旗
・
醇
天
業
『
李
白
年
譜
』
（
一
九
八

 
 
二
年
、
斉
直
書
社
）
は
、
開
元
二
十
四
年
の
作
と
し
、
安
塾
主
編
『
李
白
全

 
 
集
編
年
注
釈
』
（
一
九
九
〇
年
、
巴
蜀
書
聖
）
は
、
開
元
二
十
六
年
の
作
と
す

 
 
る
。
い
ず
れ
も
孟
浩
然
最
晩
年
の
作
品
と
し
て
い
る
。

（
1
9
）
 
四
川
省
文
史
研
究
王
将
『
杜
甫
年
譜
』
（
一
九
五
八
年
、
四
川
人
民
出
版

 
 
社
）
。
以
下
、
杜
甫
に
関
し
て
は
、
こ
れ
に
従
う
。

（
2
0
）
 
王
華
言
・
楊
明
『
階
唐
五
代
文
学
批
評
史
』
第
二
編
唐
代
中
期
的
文
学
批

 
 
評
・
第
二
章
盛
唐
的
詩
歌
批
評
・
第
四
節
杜
甫
（
一
九
九
四
年
、
上
海
古
籍

 
 
出
版
社
）
に
お
い
て
、
杜
甫
が
詩
人
を
評
論
す
る
作
品
に
お
い
て
使
用
す
る

 
 
「
清
」
や
「
清
新
」
は
、
南
朝
梁
陳
か
ら
初
潮
に
か
け
て
の
玉
体
詩
の
旧
弊

 
 
を
革
新
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
の
孟
浩
然
の
ほ
か
、
高
適
・

 
 
厳
武
・
李
白
を
評
し
た
詩
を
挙
げ
て
い
る
。
手
許
に
あ
る
い
く
つ
か
の
文
学

 
 
批
評
史
の
書
物
に
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
明
確
に
提
出
し
て
い
る
も
の
は

 
 
見
ら
れ
な
い
が
、
注
意
し
て
よ
い
も
の
だ
と
思
う
。
た
だ
、
孟
浩
然
を
評
し

 
 
た
「
清
」
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
以
下
に
紹
介
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
透
明
性
・

 
 
超
俗
性
と
い
っ
た
、
「
清
」
本
来
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え

 
 
る
。
ま
た
王
運
煕
・
楊
明
両
氏
も
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
2
1
）
 
晋
・
習
盤
歯
『
幽
霊
誉
奮
傳
』
に
「
蜆
山
下
漢
水
中
出
超
魚
、
肥
美
。
嘗

 
 
禁
人
採
捕
、
以
嵯
頭
断
水
、
謂
之
弓
頭
編
。
」
（
飾
焚
・
張
林
川
校
注
『
嚢
陽

 
 
書
奮
傳
校
注
』
（
巻
三
）
山
川
に
よ
る
。
一
九
八
六
年
、
荊
楚
書
社
）
と
あ

 
 
る
。
ま
た
孟
浩
然
「
送
王
昌
齢
之
上
露
」
（
一
四
三
頁
、
1
0
5
）
に
は
「
土

 
 
毛
無
赤
墨
、
郷
含
有
査
頭
。
」
と
あ
り
、
「
冬
至
後
儲
蓄
張
二
子
檀
漢
別
業
」

 
 
（
九
二
頁
、
7
0
）
に
は
「
二
百
随
近
心
、
魚
島
縮
痴
愚
。
」
と
あ
る
。

（
2
2
）
 
清
・
仇
兆
贅
『
杜
詩
詳
註
』
（
巻
十
七
）
の
評
語
に
「
新
句
無
聞
、
而
徒
然

 
 
垂
釣
、
則
書
意
爲
之
一
空
 
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
虎
雄
訳
注
・
続
国
訳

 
 
漢
文
大
成
『
杜
少
陵
詩
集
』
第
三
巻
（
い
ま
、
『
杜
甫
全
詩
集
』
第
三
巻
、
日

 
 
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
2
3
）
 
「
謝
」
を
里
雪
と
す
る
注
釈
に
は
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
宋
代
の
郭

 
 
知
達
『
王
家
集
注
杜
詩
』
（
巻
五
）
・
二
十
朋
『
王
状
元
集
百
家
注
編
年
杜
陵

 
 
詩
史
』
（
巻
九
）
・
醜
名
『
今
昔
集
注
杜
工
部
詩
』
（
巻
十
三
）
・
鳶
頭
、
黄
鶴

 
 
『
補
注
杜
詩
』
（
巻
五
）
が
あ
る
。
ま
た
「
謝
」
を
三
重
（
謝
霊
運
・
謝
恵
連
・

 
 
謝
眺
）
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
宋
の
歯
桿
弼
『
杜
工
部
草
堂
詩
箋
』
（
巻
七
）
・

 
 
『
杜
詩
詳
註
』
（
巻
七
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
鈴
木
虎
雄
は
謝
霊
運

 
 
と
す
る
（
続
国
訳
漢
文
大
成
『
杜
筆
写
詩
集
』
第
二
巻
。
い
ま
、
『
杜
甫
全
図

 
 
集
』
第
二
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
。

（
2
4
）
 
こ
の
詩
の
ほ
か
に
、
杜
甫
が
謝
胱
に
言
及
も
の
と
し
て
は
、
「
何
劉
沈
丁
力

 
 
未
工
、
才
兼
恩
情
愁
絶
倒
。
」
（
「
蘇
端
醇
復
平
冠
精
華
替
歌
」
『
全
唐
詩
』
巻

 
 
二
一
七
）
、
「
謝
眺
毎
篇
堪
調
調
、
凋
唐
愛
息
聴
吹
嘘
。
」
（
「
寄
琴
生
州
」
『
全

 
 
唐
詩
』
巻
斗
二
九
）
、
「
華
甲
徐
三
子
、
詩
接
謝
宣
城
。
」
（
「
陪
審
二
君
登
岳
陽

 
 
櫻
」
『
全
唐
詩
』
巻
込
三
三
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
「
清
新
」

 
 
「
俊
逸
」
の
よ
う
な
語
に
よ
っ
て
そ
の
詩
風
の
評
価
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

 
 
杜
甫
が
謝
眺
を
具
体
的
に
ど
う
評
価
し
て
い
た
の
か
明
確
で
は
な
い
。

（
2
5
）
 
松
浦
友
久
『
李
白
研
究
一
戦
情
の
構
造
1
』
第
二
章
「
李
白
に
お
け
る
謝

 
 
眺
の
像
-
白
露
垂
珠
滴
秋
月
1
」
（
一
九
七
六
年
、
三
省
堂
）

（
2
6
）
 
注
（
2
3
）
で
挙
げ
た
杜
甫
の
帽
子
と
、
清
代
の
朱
書
齢
『
杜
工
部
詩
集
』
（
巻

 
 
五
）
・
浦
起
龍
『
讃
辞
心
高
』
（
巻
一
雪
虫
）
・
濫
倫
『
杜
詩
鏡
鐙
』
（
巻
五
）
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孟浩然詩における自然描写について（上）

 
 
が
、
す
べ
て
「
清
江
」
句
の
注
と
し
て
「
唐
薯
作
」
の
既
出
の
二
様
を
引
き
、

 
 
『
詳
註
』
は
さ
ら
に
注
（
2
1
）
所
掲
の
『
嚢
習
習
奮
傳
』
の
一
部
を
引
く
。

（
2
7
）
 
都
留
春
雄
「
孟
浩
然
伝
」
（
小
川
環
樹
『
唐
代
の
詩
人
』
、
一
九
七
五
年
、

 
 
大
修
館
書
店
）
。
な
お
事
序
の
本
文
は
、
本
稿
底
本
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

（
2
8
）
 
「
山
林
詩
人
と
し
て
の
孟
浩
然
」
（
『
森
三
樹
三
郎
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
学

 
 
論
集
』
、
一
九
七
九
年
、
朋
友
書
店
）
。

（
2
9
）
 
こ
れ
に
関
し
て
、
谷
口
明
夫
「
孟
浩
然
事
跡
考
一
上
京
応
試
を
め
ぐ
っ
て

 
 
一
」
（
『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
一
一
、
一
九
七
六
年
）
は
、
王
士
源
に
道
家
・

 
 
道
教
の
著
作
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
王
は
そ
の
好
み
に
よ
っ
て
、
孟
を
隠

 
 
逸
詩
人
と
し
て
描
い
た
と
す
る
。

（
3
0
）
 
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
田
口
暢
穂
「
皮
年
休
の
孟
浩
然
評
1
「
三
州
孟

 
 
亭
記
」
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
』

 
 
二
、
一
九
七
六
年
）
に
譲
る
。

（
3
1
）
 
注
（
1
6
）
所
淫
婦
蛋
白
『
孟
浩
然
詩
集
校
注
』
所
収
。

（
3
2
）
 
な
お
、
孟
浩
然
詩
評
に
関
連
し
て
、
赤
井
益
久
「
「
王
畿
準
夜
」
論
考
」
（
『
國

 
 
斎
院
大
盗
大
耳
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
一
四
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
り
、
「
王

 
 
孟
章
柳
」
四
家
併
称
の
歴
史
的
推
移
と
成
立
を
考
察
す
る
中
で
、
多
く
の
資

 
 
料
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
井
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
近
藤
用
筆
評
定
の

 
 
『
王
孟
詩
集
』
（
明
治
三
二
年
十
二
月
）
『
章
柳
詩
集
』
（
同
三
三
年
五
月
）

 
 
に
、
各
家
の
詩
話
と
「
王
孟
章
柳
評
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
四
家
評
価
を
概

 
 
観
す
る
上
で
重
要
且
つ
便
利
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
未
見
。

（
3
3
）
 
「
孟
浩
然
の
詩
」
（
『
漢
学
研
究
復
刊
』
四
、
一
九
六
六
年
）

（
3
4
）
 
「
竹
露
滴
清
石
-
孟
浩
然
覚
書
一
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
四
、
一
九
七
八

 
 
年
）

（
3
5
）
 
注
（
7
）
所
掲
「
孟
浩
然
論
」
。
詩
の
本
文
は
以
下
の
通
り
。
「
朝
遊
走
名
山
、

 
 
山
遠
在
等
流
。
氣
葱
亘
百
里
、
肝
入
行
始
至
。
谷
口
聞
鐘
聲
、
林
端
識
香
氣
。

 
 
杖
策
尋
故
人
、
解
鞍
暫
停
騎
。
石
門
殊
諮
瞼
。
右
心
韓
森
遽
。
法
言
面
相
逢
、

 
 
清
談
曉
不
労
。
平
生
慕
真
隠
、
累
日
探
塞
異
。
野
老
早
入
田
、
山
僧
暮
蹄
寺
。

 
 
松
泉
多
清
響
、
苔
露
量
古
意
。
願
言
過
龍
山
、
身
網
各
相
棄
。
」

（
3
6
）
 
「
論
孟
浩
然
的
詩
歌
美
学
観
」
（
『
文
学
評
論
』
一
九
八
四
-
一
、
一
九
八

 
 
四
年
）
。
な
お
括
弧
内
は
、
該
論
文
に
お
け
る
各
タ
ー
ム
の
解
説
を
引
用
者
が

 
 
意
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
ほ
か
に
、
注
（
1
4
）
の
李
虚
血
論
文
が
、
同
様

 
 
に
「
清
幽
」
「
清
淡
」
と
分
析
す
る
。

（
3
7
）
 
「
清
」
と
類
似
す
る
言
葉
で
、
孟
浩
然
を
評
す
る
も
の
と
し
て
「
淡
」
が

 
 
挙
げ
ら
れ
る
。
「
淡
」
を
用
い
た
歴
代
の
批
評
は
、
注
（
3
1
）
の
「
歴
代
評
論
」

 
 
に
譲
る
が
、
近
人
で
こ
の
「
淡
」
の
詩
風
を
分
析
し
た
最
も
早
い
も
の
と
し

 
 
て
、
聞
一
多
『
唐
詩
雑
論
』
「
孟
浩
然
」
（
い
ま
『
聞
一
多
全
集
』
第
三
巻
、

 
 
一
九
八
二
年
、
三
論
書
店
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
聞
は
、
孟
浩
然
詩
が
「
淡
」

 
 
で
あ
る
結
果
、
読
者
に
そ
の
詩
の
存
在
す
ら
忘
れ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
指

 
 
摘
し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
逆
説
的
に
「
孟
浩
然
の
詩
」
で
は
な
く
「
詩
の

 
 
孟
浩
然
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
分
析
は
、
蟹
沢
厚
が
、
『
華
夏
美
学
』

 
 
第
五
章
形
上
追
求
・
二
“
脱
有
形
似
、
握
手
已
違
”
”
調
味
与
沖
淡
（
一
九
八

 
 
八
年
、
三
聯
書
店
）
で
、
「
言
明
以
降
、
詩
や
絵
画
等
、
各
分
野
の
芸
術
が
目

 
 
標
と
し
つ
づ
け
た
至
高
の
境
地
で
あ
り
、
美
の
理
想
で
あ
る
」
（
興
膳
宏
ほ
か

 
 
訳
『
中
国
の
伝
統
美
学
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
一
九
九
五
年
、
平
凡
社
）

 
 
と
位
置
づ
け
る
「
淡
」
と
関
連
し
よ
う
。
李
沢
厚
は
、
こ
の
「
淡
」
一
文
字

 
 
に
よ
っ
て
「
霊
鑑
や
王
芒
洋
の
目
指
す
詩
の
理
想
や
、
「
妙
悟
」
や
「
鏡
花
水

 
 
月
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
禅
的
な
詩
境
の
美
的
特
徴
」
が

 
 
端
的
に
表
わ
さ
れ
る
と
し
、
様
々
な
用
例
を
引
き
つ
つ
「
淡
」
の
具
体
的
イ

 
 
メ
ー
ジ
を
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
タ
イ
ト
ル
と

 
 
さ
れ
た
司
空
図
『
詩
品
』
「
沖
淡
」
の
解
説
の
末
句
「
脱
し
形
の
似
た
る
有
り

 
 
と
も
、
手
に
握
れ
ば
已
に
違
う
」
を
引
く
。
（
上
記
興
膳
ほ
か
訳
は
、
こ
れ
を

 
 
「
も
の
に
対
し
て
深
く
か
か
わ
ら
ず
、
そ
ば
に
寄
る
ほ
ど
か
す
か
に
な
る
。

 
 
た
と
え
そ
れ
ら
し
い
か
た
ち
の
も
の
に
出
会
っ
て
も
、
手
に
と
っ
て
み
れ
ば
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あ
と
か
た
も
な
い
。
」
と
訳
す
。
）
聞
一
多
が
指
摘
し
た
詩
風
も
こ
の
よ
う
な

視
座
か
ら
の
分
析
で
あ
ろ
う
。
注
（
3
6
）
の
陶
文
鵬
・
李
景
白
氏
が
「
清
淡
」

の
語
を
も
っ
て
孟
浩
然
の
詩
風
を
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
清
」
を
視
点
と

し
た
歴
代
の
批
評
・
論
文
を
、
上
述
の
「
淡
」
が
示
す
境
地
と
関
係
づ
け
て

見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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