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

川

口

喜

治

 
 
（
3
8
）

 
前
山
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
、
孟
浩
然
の
作
品
を
、
自
然
に
対
す
る
主
体
的
関

 
 
 
（
3
9
）

与
の
態
度
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
と
予
告
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
考
察

に
あ
た
っ
て
は
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
自
然
描
写
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
「
川
や

水
の
澄
ん
だ
さ
ま
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
自
然
の
透
明
性
に
着
目
す
る
と
し

た
。
つ
ま
り
、
孟
浩
然
に
と
っ
て
、
自
然
が
、
透
明
な
も
の
と
し
て
障
害
な
く
存

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

さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
自
然
へ
の
主
体
的
関
与
の
態
度
に
は
、
自
然
に

対
す
る
求
心
的
態
度
と
い
え
る
も
の
も
見
出
し
う
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
態
度
と
関
連
し
て
、
一
見
静
止
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
作
品
や
詩
句
に
も
、
前
稿

に
お
い
て
示
し
た
孟
浩
然
詩
の
い
ま
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
活
動
性
が
付
与
さ
れ

て
く
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
る
。

 
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
点
と
し
な
が
ら
、
以
下
、
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

（
四
）

 
清
の
牟
叢
叢
『
小
網
草
堂
雑
論
詩
』
詩
里
長
に
、
次
の
よ
う
な
評
語
が
あ
る
。

 
 
孟
嚢
陽
浩
然
詩
如
過
雨
石
泉
、
清
見
魚
影
。

 
 
孟
山
陽
浩
然
の
詩
は
、
過
急
の
石
泉
、
清
く
し
て
魚
影
を
見
る
が
如
し
。

こ
の
評
語
は
、
前
頭
第
三
節
に
田
口
暢
穂
氏
の
指
摘
と
し
て
引
い
た
、
孟
浩
然
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
0
）

の
特
徴
で
あ
る
「
川
や
水
の
澄
ん
だ
さ
ま
を
形
容
す
る
表
現
」
に
注
目
し
て
、
そ

の
詩
風
を
評
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
評
語
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
注
目

し
た
い
の
は
、
単
に
水
が
透
き
と
お
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
透
明
性
に
よ
り
、
水
中
の
魚
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

 
確
か
に
、
孟
浩
然
詩
に
お
い
て
は
、
水
の
透
明
性
を
描
写
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
、
水
中
の
物
に
ま
で
視
線
が
及
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
1
）

「
萬
山
潭
」
（
六
六
頁
、
4
8
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
詩
の
二
句
目
に

 
 
 
 
 
 
 
そ
の
水
の
中
を
泳
ぐ
魚
が
描
か
れ
て
い
る
。

水
の
透
明
感
だ
け
を
愛
し
、

る
い
わ
ば
脱
俗
的
な
境
地
を
好
ん
だ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

に
、
水
が
透
明
で
あ
る
ゆ
え
に
水
中
の
魚
に
ま
で
視
線
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
、

 
 
垂
釣
坐
磐
石

 
 
水
清
心
事
聞

 
 
興
行
潭
樹
下

 
 
猿
桂
島
藤
間

 
 
游
女
昔
解
侃

 
 
傳
聞
於
下
山

 
 
求
之
不
可
得

 
 
沿
月
樟
歌
還

詩
題
の
「
萬
山
」
は
、

北
西
に
あ
る
。

い
で
三
句
目
で
、

垂
釣
 
磐
石
に
坐
し

水
清
く
し
て
心
益
ま
す
聞
な
り

魚
は
行
く
 
図
南
の
下

魚
は
桂
か
る
 
島
藤
の
間

游
女
 
昔
 
侃
を
解
く
は

傳
え
聞
く
 
此
の
山
に
於
て
と

之
を
求
む
る
も
得
べ
か
ら
ず

月
に
沿
い
て
樟
歌
し
て
還
る

詩
人
の
郷
里
で
あ
る
裏
陽
の
県
城
（
湖
北
省
裏
奨
市
）
の

 
 
 
「
水
清
く
」
と
水
の
透
明
な
様
子
が
描
か
れ
、
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孟
浩
然
は
、
単
に

 
 
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
生
起
し
た
「
心
益
ま
す
聞
な
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
で
詩
人
は
さ
ら
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そ
し
て
そ
れ
を
愛
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
孟
浩
然
が
、
水
の
透

明
性
に
保
証
さ
れ
て
、
水
中
の
自
然
に
主
体
的
に
関
与
し
て
い
っ
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
態
度
に
、
敢
え
て
注

目
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
詩
人
に
凝
視
さ
れ
た
水
中
の
自
然
は
、
静
的

な
も
の
で
は
な
く
、
泳
ぎ
回
る
魚
と
い
う
活
動
す
る
自
然
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

孟
浩
然
詩
に
お
け
る
、
「
清
」
な
る
境
地
と
活
動
す
る
自
然
と
の
融
合
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ち
な
み
に
、
頷
聯
で
は
、
水
中
の
魚
だ
け
で
は
な

く
、
島
の
猿
に
も
視
線
が
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
猿
は
、
藤
つ
る
に
ぶ
ら
下

が
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
静
止
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
王
達
津
氏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
2
）

が
「
猿
在
藤
條
上
肇
援
嬉
岡
。
」
と
解
釈
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
、
猿
が
藤
つ
る
に

ぶ
ら
下
が
り
な
が
ら
揺
れ
動
い
て
た
わ
む
れ
て
い
る
様
を
描
写
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
「
猿
桂
」
が
、
「
魚
行
」
と
い
う
活
動
性
の
強
い
描
写
と
対
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
読
む
妥
当
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
頷
聯
は
、
下

方
に
魚
の
姿
を
窺
い
、
上
方
に
猿
の
様
子
を
見
る
と
い
う
か
た
ち
の
描
写
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
周
囲
の
自
然
を
上
下
の
方
向
か
ら
自
己
に
対
し
て
求
心
的
に
捉
え
て

ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
次
に
、
同
様
の
例
を
、
二
つ
ば
か
り
挙
げ
よ
う
。

濠
舟
乗
水
便

因
訪
故
人
早

落
日
清
川
裏

誰
言
濁
羨
魚

石
潭
窺
洞
徹

沙
岸
歴
紆
鯨

竹
懊
見
垂
釣

茅
齋
聞
讃
書

款
言
忘
景
夕

清
興
囑
涼
初

心
舟
 
水
の
便
に
乗
じ

因
り
て
故
人
の
居
を
訪
う

落
日
 
清
川
の
裏

誰
か
言
う
 
濁
り
魚
を
羨
む
と

清款茅竹沙石
興言齋唄奏上

洞
徹
な
る
を
窺
い

 
 
 
 
 
ふ

紆
鯨
た
る
を
歴

釣
を
垂
る
る
を
見

書
を
讃
む
を
聞
く

景
の
夕
な
る
を
忘
れ

涼
の
初
め
に
漏
す

回
也
一
瓢
飲
 
 
回
也
 
一
瓢
の
飲

賢
者
常
曼
如
 
 
賢
者
は
常
に
曇
如
た
り

 
（
「
西
山
尋
醜
婦
」
九
一
頁
、
6
9
）

試
覧
鏡
湖
物

中
流
見
底
清

不
知
鰭
魚
味

但
識
量
鳥
情

三
所
樵
風
送

春
逢
穀
雨
晴

 
 
 
（
「
與
崔
二
十
一
遊
鏡
湖
寄
包
賀
二
公
」

前
者
の
詩
題
の
「
西
山
」

者
の
「
鏡
湖
」
は
、

句
目
「
洞
徹
」
は
、

の
水
の
透
明
感
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
や
は
り
、

の
で
は
な
い
。
前
者
で
は
四
句
目
で
、

な
お
、
こ
の
句
の
意
味
は
、
「
川
で
自
由
に
泳
ぐ
魚
を
た
だ
羨
し
が
っ
て
い
る
だ
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
5
）

で
は
な
い
。
（
さ
ら
に
、
私
は
こ
の
美
し
い
景
色
を
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
）
」

と
い
う
風
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
「
清
川
」
の
中
の
「
魚
」
を
見
て
い

る
態
度
に
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
者
で
は
、
「
鏡
湖
の
物
を
覧
る
」

と
、
水
中
の
生
物
（
魚
や
水
生
植
物
な
ど
）
を
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
二
例
か
ら
も
や
は
り
、
水
の
透
明
性
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
、
水

中
の
自
然
へ
の
関
与
の
態
度
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
水
中
の
魚
は
、
決
し
て

静
止
的
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

 
ま
た
次
の
よ
う
な
詩
句
も
あ
る
。

 
 
我
家
南
渡
頭
 
 
我
が
家
は
南
の
髪
頭
に
あ
り

 
 
慣
習
野
人
舟
 
 
野
人
の
舟
に
慣
習
す

 
試
み
に
鏡
湖
の
物
を
覧
れ
ば

 
中
流
 
底
を
見
て
清
し

 
鰭
魚
の
味
を
知
ら
ざ
る
も

 
但
だ
鴎
鳥
の
情
を
識
る

 
帆
は
樵
風
を
得
て
送
ら
れ

 
春
は
穀
雨
に
逢
い
て
晴
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
八
頁
、
8
0
。
冒
頭
よ
り
麗
句
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
3
）

 
 
は
、
諸
注
釈
、
嚢
陽
に
あ
る
山
と
推
定
し
て
い
る
。
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
4
）

別
名
鑑
湖
、
漸
江
省
会
稽
山
の
北
側
に
あ
っ
た
。
前
者
の
墨

水
が
透
き
と
お
っ
て
川
底
ま
で
見
え
る
さ
ま
を
意
味
し
、
川

 
 
 
 
 
 
 
後
者
も
、
二
句
目
、
そ
の
点
に
お
い
て
同

 
 
 
 
 
 
 
 
水
の
透
明
感
だ
け
が
描
写
さ
れ
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
水
中
の
魚
に
ま
で
視
線
が
及
ん
で
い
る
。
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孟浩然詩における自然描写について（下）

 
 
日
夕
弄
清
淺
 
 
日
夕
 
清
淺
を
弄
し

 
 
林
濡
逆
上
流
 
 
林
濡
 
上
流
に
逆
ら
う

 
 
 
 
（
「
送
張
祥
之
房
陵
」
二
二
八
頁
、
1
8
5
。
前
半
四
句
。
）

一
句
目
の
「
我
が
家
」
は
孟
浩
然
の
郷
里
嚢
陽
に
お
け
る
住
ま
い
で
あ
る
澗
田
園

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
陳
胎
厚
層
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
嚢
陽
県
の
県
城
の
南
方
、
蜆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
6
）

山
付
近
の
江
村
に
あ
っ
た
。
さ
て
こ
の
詩
で
も
、
川
の
流
れ
の
「
清
淺
」
を
愛
す

る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
清
」
で
あ
る
上
に
「
淺
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
流
れ
の
底
ま
で
視
線
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
作
品
で
は
水
中
の
魚
な
ど
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
意
味
で
、

や
は
り
こ
こ
に
も
、
自
然
に
対
し
て
、
表
面
的
で
は
な
く
、
深
く
関
わ
っ
て
い
こ

う
と
す
る
態
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
言
う
ま
で

も
な
く
、
「
弄
」
と
い
う
動
詞
は
、
対
象
を
じ
っ
く
り
鑑
賞
・
賞
味
す
る
と
い
う
意

味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
作
品
か
ら
、
孟
浩
然
の
透
明
な
水
に
対
す
る
愛
好
を
確
認

で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
愛
好
は
、
右
の
「
送
張
祥
之
房
陵
」
詩
か
ら
推
測

す
る
に
、
澗
南
園
の
あ
る
江
村
を
と
り
ま
く
清
流
を
日
々
玩
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
掲
の
「
萬
山

潭
」
詩
・
「
西
山
転
置
誇
」
詩
も
嚢
陽
に
お
け
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

澗
南
砂
付
近
だ
け
で
は
な
く
、
郷
里
津
具
を
と
り
ま
く
清
流
に
よ
っ
て
、
こ
の
愛

好
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
こ
こ
で
、
論
の
都
合
上
、
前
稿
第
一
節
に
挙
げ
た
「
宿
建
徳
江
」
里
中
の
「
野

暖
く
し
て
 
天
 
樹
に
低
れ
、
江
清
く
し
て
 
月
 
人
に
近
し
。
」
の
解
釈
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
の
月
は
、
天
空
に
懸
か
る
月
で
は
な
く
、
清
ら
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
7
）

水
面
に
映
る
月
で
あ
る
と
の
説
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
場
合
、
江
に
映
っ
た
月
が

詩
人
の
近
く
に
親
近
感
を
も
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
江
が
「
清
」
で
あ
る
か
ら
こ

そ
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
解
釈
は
、
水
の
透
明
性
に
支
え
ら
れ
た

自
然
へ
の
主
体
的
関
与
と
い
う
態
度
と
、
は
か
ら
ず
も
符
合
す
る
こ
と
と
な
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
8
）

そ
の
意
味
で
、
興
味
あ
る
解
釈
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
「
贈
薫
虚
宿
」
（
一
二
二

頁
、
9
0
）
の
末
二
句
に
は
、

 
 
欲
知
清
與
潔
 
 
清
と
潔
と
を
知
ら
ん
と
欲
す

 
 
明
月
在
澄
湾
 
 
明
月
 
澄
湾
に
在
り

と
あ
る
。
こ
の
下
句
は
、
実
景
で
は
な
く
、
薫
華
府
の
官
吏
と
し
て
の
清
廉
さ
を

比
喩
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
澄
ん
だ
湾
に
映
る
明
月
と
い
う
構
図
は
、
右
の
解
釈

と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
右
に
指
摘
し
た
態
度
と
本
質
的
に
通
即
す
る
も
の
が

存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
さ
て
次
に
、
前
掲
の
「
萬
山
潭
」
「
西
山
尋
辛
誇
」
の
無
賃
に
も
出
て
き
た
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
9
）

孟
浩
然
詩
に
は
、
心
馳
華
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
釣
り
と
魚
が
題
材
と
さ
れ
る

こ
と
が
目
に
つ
く
と
い
え
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
晩
唐
の
凋
贅
『
雲
仙
雑
記
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
0
）

（
巻
三
）
は
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
る
。

 
 
孟
浩
然
一
日
周
旋
竹
間
、
喜
色
可
掬
。
又
見
網
師
得
魚
、
写
研
喜
躍
。
友
人

 
 
間
之
。
答
云
、
吾
適
蝶
蝶
、
中
有
翠
竹
二
物
。
不
知
竹
有
爵
節
、
魚
有
事
鱗
。

 
 
疑
致
疎
謬
。
全
景
二
物
乃
繹
然
 
。

 
 
孟
浩
然
一
日
竹
間
に
周
旋
し
、
喜
色
掬
う
べ
し
。
又
導
師
の
魚
を
得
る
を
見
、

 
 
尤
も
甚
だ
喜
躍
す
。
友
人
之
に
問
う
。
答
え
て
云
う
、
翠
蓋
た
ま
句
を
得
、

 
 
中
に
魚
竹
の
二
物
有
り
。
竹
に
下
節
有
る
か
、
魚
に
幾
鱗
有
る
か
を
知
ら
ず
。

 
 
疑
う
ら
く
は
疎
謬
を
致
さ
ん
。
今
二
物
を
見
て
乃
ち
繹
然
た
り
、
と
。

こ
こ
に
は
、
孟
浩
然
が
、
詩
の
精
確
を
期
す
る
た
め
に
、
竹
の
節
の
数
や
魚
の
鱗

の
数
に
ま
で
関
心
を
抱
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
竹
や
魚
を
詩
に
描
く
た
め

に
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
細
部
の
知
識
ま
で
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
孟
浩
然
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
果
た
し
て
こ
れ
は
、
孟
浩
然
の
詩
作
に
臨
ん
で
の
、
い
わ
ば
実
証
的
態
度
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
1
）

厳
格
性
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
面
も

決
し
て
否
定
で
き
な
い
が
、
私
は
、
む
し
ろ
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
ま
で
に
自
然
を
愛
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し
、
自
然
に
関
わ
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
詩
人
の
態
度
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
と

考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
記
事
は
、
詩
人
の
自
然
に
対
す
る
好
奇
心
の
強
さ
を

伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
竹
や
魚
は
、
自
然
風
景
の
描
写
に
お
い
て
は
、

常
套
の
素
材
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
現
存
す
る
孟
浩
然
詩
の
中
に
は
、
竹
の
節
の
数

や
魚
の
鱗
の
数
に
ま
で
言
及
す
る
作
品
は
見
当
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
常
套

の
素
材
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
と
い
う
話
柄
が
伝
わ
る

こ
と
は
、
詩
人
の
自
然
に
対
す
る
態
度
を
検
討
す
る
上
で
、
注
意
し
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

 
で
は
、
孟
浩
然
詩
に
お
い
て
「
釣
り
」
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

か
を
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
釣
り
は
詩
に
お
い
て
は
常
套
の
題
材
に
属
そ
う
が
、

孟
浩
然
詩
で
敢
え
て
そ
れ
に
注
目
す
る
の
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
孟
浩
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

の
作
品
の
中
で
釣
り
へ
の
言
及
が
比
較
的
目
立
つ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
詩

人
自
身
の
釣
り
に
対
す
る
興
味
の
強
さ
を
示
し
て
お
り
、
孟
浩
然
の
文
学
を
考
察

す
る
鍵
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

 
ま
ず
、
孟
浩
然
詩
に
お
い
て
、
釣
り
が
、
基
本
的
に
、
世
俗
を
避
け
て
暮
ら
す

隠
逸
的
な
行
為
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
く
、
ま
た
こ
れ
は
常
套
的

な
表
現
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
は
、
次
の
「
澗
南
園
即
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
3
）

胎
咬
上
人
」
（
七
九
頁
、
5
9
）
を
挙
げ
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
弊
盧
 
郭
外
に
在
り

 
 
弊
盧
在
郭
外

 
 
素
業
唯
田
園

 
 
左
右
林
野
暖

 
 
不
評
城
市
喧

 
 
釣
竿
以
北
澗

 
 
樵
記
入
南
軒

 
 
書
取
幽
棲
事

 
 
還
尋
郭
者
言

こ
の
作
品
か
ら
は
、

 
素
業
 
唯
だ
田
園
あ
り

 
左
右
 
林
野
暖
く

 
城
市
の
喧
し
き
を
聞
か
ず

 
釣
竿
 
北
澗
に
垂
れ

 
公
言
 
南
軒
に
入
る

 
幽
棲
の
事
を
書
取
し
て

 
還
た
静
者
の
言
を
尋
ね
ん

嚢
陽
県
城
の
喧
燥
を
避
け
て
、
澗
南
園
に
お
い
て
悠
々
自
適

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
4
）

の
脱
俗
的
生
活
を
送
る
詩
人
の
姿
が
伺
わ
れ
る
。
た
だ
、
孟
浩
然
に
と
っ
て
は
、

釣
り
が
、
隠
逸
的
行
為
の
表
現
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
孟
浩
然
に
と
っ
て
は
、
以
下
に
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
釣
り
と
い
う
行

為
が
、
「
釣
り
人
（
主
体
）
」
が
「
魚
（
自
然
）
」
に
「
釣
り
（
働
き
か
け
）
」
を
行

な
う
と
い
う
意
味
で
、
自
然
に
対
す
る
主
体
的
関
与
の
態
度
の
典
型
的
な
表
現
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
水
が
透
明
で
あ
る
ゆ
え
に
水
中
の

魚
ま
で
視
線
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
自
然
に
対
す
る
関
与
の
姿
勢
を

指
摘
し
た
が
、
そ
の
魚
に
対
し
、
釣
り
と
い
う
行
為
で
、
よ
り
積
極
的
に
関
わ
っ

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
掲
の
「
西
山
尋
辛
誇
」
詩
に
も

「
竹
嗅
 
釣
を
垂
る
る
を
見
」
と
あ
り
、
こ
こ
の
釣
り
の
主
体
は
孟
浩
然
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
透
明
な
水
の
中
の
魚
を
釣
る
と
い
う
点
で
、
や
は
り
同
様
の
こ
と

が
指
摘
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
耶
漢
田
舟
」
（
十
一
頁
、
7
）
と
い
う
作
品
を

掲
げ
よ
う
。

 
 
落
景
鯨
清
暉

 
 
輕
擁
弄
漢
渚

 
 
泓
博
愛
水
物

 
 
臨
曙
橋
容
與

 
 
白
首
垂
釣
翁

 
 
新
粧
涜
沙
女

 
 
相
看
未
相
識

 
 
脈
脈
不
得
語

詩
題
の
「
耶
漢
」

句
目
の
「
泓
澄
」

新白臨泓輕落
粧首涯四這景

清
暉
を
鯨
し

漢
渚
に
弄
す

水
物
を
愛
す

何
ぞ
容
與
た
る

垂
釣
の
翁

涜
沙
の
女

 
 
 
 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
三

 
 
 
 
 
 
 
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の

透
明
さ
に
よ
っ
て
水
中
の
生
物
を
愛
で
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
図
は
、
本
節

は
じ
め
に
掲
げ
た
「
萬
山
潭
」
詩
な
ど
と
同
様
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
も
、

詩
人
が
愛
で
る
「
水
物
」
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
魚
は
、
じ
っ
と
静
止
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
悠
々
自
適
に
泳
ぎ
回
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
そ

相
看
る
も
未
だ
相
識
ら
ず

脈
脈
と
し
て
語
り
得
ず

今
の
漸
江
省
紹
興
市
の
南
に
あ
る
若
耶
漢
で
あ
る
。

水
が
深
く
ま
で
澄
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
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孟浩然詩における自然描写について（下）

れ
に
加
え
て
釣
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
釣
り
人
も
孟
浩
然
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
や
は
り
、
透
明
な
水
の
中
の
魚
と
釣
り
と
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
と
い

う
点
に
注
目
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
ま
た
こ
の
ほ
か
に
、
透
明
な
水
と
釣
り
が
と
も
に
描
か
れ
る
例
と
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

 
 
當
昔
嚢
陽
雄
盛
時
 
 
當
昔
 
嚢
陽
 
雄
盛
な
り
し
時

 
 
山
公
常
酔
習
家
池
 
 
山
公
 
常
に
蔽
う
 
駅
家
の
池

 
 
煙
雲
慰
女
自
相
手
 
 
回
盲
の
釣
女
 
自
ず
か
ら
相
随
い

 
 
粧
成
照
影
競
來
窺
 
 
粧
成
り
て
影
を
照
ら
さ
ん
と
競
い
早
り
て
窺
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ら

 
 
澄
波
淡
淡
芙
蓉
護
 
 
磁
波
 
淡
淡
 
芙
蓉
 
嚢
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
さ
ん

 
 
緑
岸
御
名
楊
柳
垂
 
 
緑
岸
 
甕
箋
 
楊
柳
 
罵
る

 
 
 
（
「
高
陽
池
送
朱
二
」
九
〇
頁
、
6
8
。
冒
頭
よ
り
六
コ
口
）

 
 
湖
経
洞
庭
闊
 
 
 
 
湖
は
洞
庭
の
闊
き
を
経

 
 
江
入
新
安
清
 
 
 
 
江
は
新
安
の
清
き
に
入
る

 
 
復
早
霜
陵
瀬
 
 
 
 
復
た
聞
く
 
嚴
誓
書

 
 
乃
在
此
川
路
 
 
 
 
乃
ち
此
の
川
路
に
在
り
と

釣
磯
平
可
坐

苔
確
滑
難
歩

苔釣
燈磯

 
 
 
（
「
経
七
里
灘
」
四
一
頁
、

前
者
で
は
、
か
つ
て
盛
ん
な
り
し
頃
の
嚢
陽
の
高
陽
池
で
山
型
が
遊
ん
だ
こ
と
が

 
 
 
（
5
5
）

懐
古
さ
れ
、
池
で
釣
を
す
る
女
性
た
ち
と
、
そ
の
池
の
「
淡
淡
」
と
し
て
「
澄
」

ん
だ
「
波
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
者
で
は
、
新
安
江
の
「
清
」
ら
か
さ
と
後
漢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
6
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
7
）

の
厳
光
が
釣
り
を
し
た
と
さ
れ
る
「
釣
磯
（
釣
壇
）
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
新
安
江

の
水
の
透
明
度
が
高
い
こ
と
は
、
沈
約
に
「
新
安
江
水
鳥
清
淺
深
見
底
胎
京
邑
遊

好
（
新
安
の
江
水
は
至
り
て
清
く
、
深
深
に
底
を
見
る
。
京
邑
の
遊
好
に
胎
る
）
」

（『

ｶ
選
』
巻
二
七
）
と
題
す
る
作
品
が
あ
る
よ
う
に
、
有
名
で
あ
っ
た
よ
う
で

平
ら
か
に
し
て
坐
す
べ
し

滑
ら
か
に
し
て
歩
し
難
し

2
7
。
作
品
の
一
部
。
）

 
（
5
8
）

あ
る
。
な
お
右
の
二
例
の
「
釣
」
に
つ
い
て
、
前
者
で
は
池
の
遊
び
の
典
型
と
し

て
、
後
者
で
は
名
勝
古
跡
と
し
て
、
題
材
と
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
も
考
え
ら

 
 
 
（
5
9
）

れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
透
明
な
水
と
「
釣
」
が
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

 
水
の
透
明
さ
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
詩
句
も
あ
る
。

 
 
舞
鶴
乗
軒
至
 
 
舞
鶴
 
軒
に
乗
り
て
至
り

 
 
遊
魚
擁
釣
來
 
 
遊
魚
 
釣
を
擁
し
て
來
た
る

「
夏
日
與
崔
二
十
一
同
精
衛
明
府
席
」
（
二
五
四
頁
、
2
1
1
）
と
題
す
る
五
律
の

頸
聯
で
あ
る
。
下
句
の
釣
り
は
、
宴
席
の
座
興
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
孟
浩
然
も
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
に
は
、
池
（
首
聯
の
二
句
目
に
「
池

亭
」
と
あ
る
）
の
魚
が
釣
り
針
の
周
り
に
集
ま
っ
て
く
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
釣
り
人
か
ら
自
然
（
魚
）
へ
の
働
き
か
け
の
方
向
だ
け
で
は

な
く
、
自
然
（
魚
）
が
釣
り
針
に
向
か
っ
て
く
る
、
さ
ら
に
そ
れ
を
釣
り
上
げ
る

と
い
う
釣
り
の
も
う
一
つ
の
方
向
、
い
わ
ば
求
心
的
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
さ
な
描
写
で
は
あ
る
が
、
私
は
そ
こ
に
、
自
然
に

対
す
る
主
体
的
関
与
の
延
長
と
し
て
、
自
然
に
対
す
る
求
心
的
態
度
を
見
た
い
と

思
う
。
ま
た
、
魚
が
釣
り
針
に
集
ま
っ
て
く
る
と
い
こ
と
は
、
つ
ま
り
釣
り
と
い

う
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
自
然
が
よ
り
積
極
的
な
活
動
性
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。

 
ち
な
み
に
孟
浩
然
は
、
実
際
釣
り
上
げ
た
具
体
的
な
魚
の
名
前
も
、
作
品
に
詠

み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
前
稿
第
三
節
で
も
一
部
を
挙
げ
た
「
蜆
動
作
」
（
五
三

頁
、
3
7
）
で
あ
る
。

石
潭
傍
隈
険

沙
岸
曉
蚤
縁

試
垂
竹
竿
釣

果
得
査
欝
欝

美
人
騎
金
錯

石
潭
 
隈
険
に
少
い

 
 
 
 
 
い
ん
え
ん

沙
羅
曉
に
蚤
縁
す

試
み
に
竹
竿
を
垂
れ
て
釣
れ
ば

果
し
て
冒
頭
の
編
を
得
た
り

 
 
 
 
 
 
は

美
人
 
金
工
を
果
せ
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な
ま
す

 
 
繊
手
鰭
紅
鮮
 
 
繊
手
 
紅
血
を
鰭
に
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

 
 
昌
昌
炉
内
史
 
 
因
り
て
謝
ぐ
 
並
在
史

 
 
尊
葵
何
足
傳
 
 
尊
奨
 
何
ぞ
闘
う
る
に
足
ら
ん

八
二
、
釣
り
上
げ
た
魚
は
「
査
頭
の
編
（
お
し
き
う
お
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
第

三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
裏
判
の
蜆
山
の
ふ
も
と
の
雨
水
で
と
れ
る
美
味
な
魚
で
あ

っ
た
。
頸
聯
、
そ
の
魚
を
お
つ
き
の
女
性
が
、
刺
身
に
す
る
様
子
が
描
か
れ
、
尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
0
）

聯
、
そ
の
味
は
、
晋
の
陸
機
が
自
慢
し
た
郷
里
呉
の
尊
奨
よ
り
優
れ
る
と
す
る
。

孟
浩
然
は
、
こ
こ
の
ほ
か
に
、
二
度
こ
の
郷
里
の
名
産
に
言
及
し
て
い
る
。

 
 
土
毛
無
縞
紆
 
 
書
毛
 
縞
紆
無
け
れ
ど
も

 
 
郷
味
有
査
頭
 
 
郷
味
 
学
頭
有
り

 
 
 
（
「
送
王
昌
齢
層
厚
南
」
一
四
三
頁
、
1
0
5
）

 
 
閑
垂
太
公
釣
 
 
閑
に
太
公
の
釣
を
垂
れ

 
 
興
獲
子
猷
船
 
 
興
に
子
猷
の
船
を
獲
す

鳥
泊
随
毒
言

魚
藏
縮
項
編

 
 
 
 
（
「
冬
至
後
言
胴
張
二
子
檀
漢
別
業
」

 
さ
て
こ
こ
で
、
右
の
こ
と
に
関
し
て
、

れ
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

孟
浩
然
を
批
評
し
た

そ
れ
ぞ
れ
「
漫
り
に
釣
る

と
も
に
右
の
「
査
頭
の
編
」

そ
の
理
由
で
あ
っ
た
が
、

を
愛
し
て
い
た
こ
と
を
、

で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

孟
浩
然
の
詩
風
の
評
価
に
お
い
て
、

頭
の
縮
頸
編
）
」
を
「
釣
」
る
と
い
う
措
辞
を
な
し
て
い
る
の
は
、

鳥
は
泊
る
 
随
陽
の
鷹

魚
は
藏
る
 
縮
項
の
編

 
 
 
 
 
 
 
 
 
九
二
頁
、
7
0
）

 
 
 
 
 
 
 
前
稿
で
放
り
出
し
て
お
い
た
問
題
に
触

 
 
 
 
 
前
稿
第
三
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
杜
甫
が
、

「
挙
々
十
二
首
」
其
六
と
「
遣
興
五
首
」
其
五
に
お
い
て
、

 
 
嵯
頭
の
縮
頸
編
」
「
清
江
 
空
し
く
奮
魚
あ
り
」
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
1
）

 
 
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は

 
そ
れ
は
ま
ず
、
孟
浩
然
が
郷
土
の
名
産
と
し
て
こ
の
魚

 
杜
甫
が
右
に
挙
げ
た
作
品
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
か
ら

 
し
か
し
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
杜
甫
が
、

 
 
 
 
 
「
清
」
な
る
「
江
」
の
「
魚
」
、
ま
た
「
魚
（
嵯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
こ
に
孟
浩
然

の
文
学
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
杜

甫
の
批
評
は
、
私
が
こ
の
節
で
透
明
な
水
の
中
の
魚
や
釣
り
の
描
写
に
注
目
し
て

論
じ
た
、
孟
浩
然
の
自
然
に
対
す
る
主
体
的
関
与
の
態
度
や
求
心
的
態
度
を
傍
証

し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
杜
甫
は
、
宝
石
元
年
（
七
六
二
）

綿
州
（
四
川
省
綿
陽
市
）
で
の
作
品
「
観
打
魚
油
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
二
二
〇
）
に

お
い
て
、
油
魚
の
漁
の
様
子
を
描
写
し
た
あ
と
、

 
 
量
子
左
右
揮
讐
刀
 
 
甕
子
 
左
右
に
讐
刀
を
揮
う

 
 
膳
飛
島
盤
白
雪
高
 
 
膳
 
常
盤
に
飛
び
で
 
白
雪
高
し

 
 
徐
州
禿
尾
不
足
憶
 
 
徐
州
の
禿
尾
 
憶
う
に
足
ら
ず

 
 
漢
陰
嵯
頭
遠
遁
逃
 
 
漢
陰
の
嵯
頭
 
遠
く
遁
逃
す

と
う
た
つ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
鮪
魚
を
誉
め
る
た
め
に
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

「
嵯
頭
（
の
編
）
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。

 
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
詩
の
「
孟
子
」
「
膳
飛
」
の
二
士
は
、
「
嵯

頭
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
に
、
孟
浩
然
の
前
掲
「
蜆
潭
作
」
の
「
美

人
 
金
錯
を
騎
せ
、
繊
手
 
紅
鮮
を
鰭
に
す
。
」
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
さ
さ
か
強
引
で
は
あ
ろ
う
が
、
魚
を
刺
身
に
す
る
行
為

は
、
魚
と
い
う
自
然
に
対
す
る
よ
り
積
極
的
・
能
動
的
な
関
与
で
あ
る
と
見
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
孟
浩
然
の
二
句
は
、
釣
っ
た
ば
か
り
の
魚
を
活
け
づ

く
り
に
す
る
様
子
の
新
鮮
感
を
、
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
杜
甫

が
こ
の
二
句
を
受
容
し
て
句
作
り
を
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
、
先
達
の
す
ぐ
れ
た

描
写
を
超
え
よ
う
と
す
る
詩
人
の
魂
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
と
も

に
、
杜
甫
が
そ
の
二
句
に
孟
浩
然
詩
の
自
然
描
写
の
特
質
を
尖
鋭
に
嗅
ぎ
取
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
さ
て
、
本
節
の
用
例
は
、
水
の
透
明
性
に
関
す
る
視
覚
的
な
描
写
・
表
現
を
焦

点
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
に
は
補
足
的
に
、
水
以
外
の
用
例
と
し
て
次

の
よ
う
な
三
例
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
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孟浩然詩における自然描写について（下）

①
清
曉
因
興
來

 
乗
凝
脂
藻
魚

 
沙
禽
夕
方
識

 
浦
樹
遥
莫
辮

 
漸
到
鹿
門
山

 
山
蔓
翠
微
淺

 
巖
潭
多
屈
曲

 
舟
瓦
燈
 
轄

（「

o
第
門
山
懐
古
」

②
愁
因
薄
暮
起

 
興
是
清
秋
獲

 
再
見
蹄
村
人

 
平
沙
渡
頭
歌

 
天
雷
樹
若
齊

 
江
畔
洲
如
月

 
 
 
（
「
秋
登
萬
山
寄
張
五
」

 
③
清
砂
江
巡
廻

 
 
涼
風
西
北
吹

 
 
白
雲
向
三
皇

 
 
征
帆
亦
相
随

 
 
 
（
「
送
謝
録
事
之
越
」

以
上
の
挙
例
の
「
清
曉
」

的
に
そ
の
時
間
や
季
節
の
す
が
す
が
し
さ
・
さ
わ
や
か
さ
を
表
わ
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
孟
浩
然
詩
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
清
」

が
、
そ
れ
に
続
い
て
描
か
れ
る
風
景
を
見
渡
し
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
（
自
然
に

対
す
る
主
体
的
関
与
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
視
覚
的
透
明
性
を
も
意
味
し
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
3
）

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

清
曉
 
興
の
來
た
る
に
因
り
て

流
に
乗
り
て
江
蜆
を
越
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
は
じ

鞘
管
 
近
づ
き
て
傷
め
て
量
り

浦
樹
 
遥
か
に
し
て
訓
ず
る
莫
し

漸
く
鹿
門
山
に
到
れ
ば

山
明
る
く
し
て
 
翠
微
尽
し

里
下
 
屈
曲
多
く

舟
幟
 
早
し
ば
 
轄
す

 
 
十
四
頁
、
9
。
冒
頭
よ
り
八
句
。
）

愁
い
は
薄
暮
に
因
り
て
起
り

 
 
 
 
 
よ

興
は
清
秋
に
曲
り
て
算
す

時
に
見
る
 
二
村
の
人
の

平
沙
 
渡
頭
に
息
む
を

天
皇
 
樹
齊
の
若
く

江
畔
 
洲
 
月
の
如
し

 
 
 
二
四
頁
、
1
6
。
作
品
の
中
間
部
冗
句
。
）

清
旦
 
江
天
 
廻
か
に

涼
風
 
西
北
よ
り
吹
く

白
雲
 
掻
首
に
向
か
い

征
帆
 
亦
た
相
随
う

 
 
二
三
八
頁
、
1
9
4
。
五
律
の
前
半
。
）

 
「
清
秋
」
「
清
旦
」
の
「
清
」
は
、
い
ず
れ
も
、
第
一
義

 
ま
ず
①
の
例
で
説
明
し
て
み
る
と
、
「
清
曉
」
す
が
す
が
し
い
夜
明
け
は
、
こ
こ

 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

で
は
、
朝
も
や
が
出
て
お
ら
ず
風
景
が
か
す
む
こ
と
な
く
見
渡
せ
る
透
明
感
を
も

っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
舟
を
近
づ
け
れ
ば
砂
洲
に
憩
う
鳥
の
姿
も
見
え
、

遠
く
の
浦
の
木
々
も
一
本
一
本
は
区
別
で
き
な
い
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
ミ
ク
ロ
的
な
近
景
と
マ
ク
ロ
的
な
遠
景
の
両
方
を
捉
え
る
こ
と
を
保
証
し
て

い
る
の
は
、
風
景
の
視
覚
的
透
明
性
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
動
詞
と
し
て
「
識
」
「
辮
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
行
為
の
主
体
性
・
積

極
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
、
単
に
風
景
を
眺
め
て
い
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
近
景
・
遠
景
と
も
に
、
自
ら
の
と
こ
ろ
へ
引
き
寄
せ
て
、

分
析
的
に
描
写
し
て
い
る
と
い
う
印
象
も
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
続

く
「
山
明
る
く
し
て
 
翠
微
淺
し
」
は
、
夜
明
け
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
日
が
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

る
く
な
っ
た
頃
の
風
景
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
山
の
姿
が
も
や
が
か
か
っ
て
い
な

い
の
で
は
っ
き
り
と
見
え
る
と
い
う
描
写
で
あ
ろ
う
。
次
の
②
の
「
清
秋
」
は
、

す
が
す
が
し
い
秋
の
時
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
村
に
帰
る
人
々
が
渡
し
で
舟
を
待

つ
姿
、
は
る
か
彼
方
の
齊
の
よ
う
に
小
さ
い
木
々
、
川
の
ほ
と
り
の
三
日
月
の
よ

う
な
洲
と
い
っ
た
風
景
を
、
夕
暮
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
と
捉
え
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
視
覚
的
な
透
明
感
を
、
そ
こ
に
内
包
し
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
③
の
例
も
、
同
様
に
、
「
星
点
」
は
す
が
す
が
し
い
朝
で
あ
り
、

同
時
に
、
河
と
空
が
交
わ
る
は
る
か
彼
方
ま
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の

空
を
流
れ
る
白
雲
や
河
を
行
き
交
う
舟
を
は
っ
き
り
と
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
、

視
覚
的
に
透
明
な
時
間
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
五
）

 
宋
の
厳
羽
『
槍
浪
詩
話
』
詩
評
に
、
次
の
よ
う
な
評
語
を
載
せ
る
。

 
 
孟
浩
然
之
詩
、
謁
詠
之
久
、
有
金
石
宮
奉
書
聲
。

 
 
孟
浩
然
の
詩
、
之
を
調
詠
ず
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
金
石
宮
商
の
聲
有
り
。

こ
れ
は
、
孟
浩
然
詩
の
味
わ
い
を
「
金
石
宮
商
」
す
な
わ
ち
楽
器
の
奏
で
る
音
楽
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に
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
厳
羽
が
、
孟
浩
然
の
詩
風

を
聴
覚
的
な
形
容
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
明
の

陸
時
雍
の
『
詩
鏡
総
論
』
に
も
、
次
の
よ
う
な
批
評
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
孟
浩
然
材
錐
淺
署
、
然
語
氣
清
亮
、
調
之
有
泉
流
石
上
風
來
松
下
之
音
。

 
 
孟
浩
然
は
材
淺
碧
な
り
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
語
氣
清
亮
に
し
て
、
之
を
調
え

 
 
れ
ば
泉
の
石
上
に
流
れ
風
の
松
下
に
來
た
る
の
音
有
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
4
）

陸
時
雍
は
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
題
材
の
広
が
り
の
な
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、

そ
の
詩
の
「
清
亮
」
な
る
「
語
氣
」
を
優
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
た

だ
や
は
り
こ
こ
で
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
評
価
が
、
石
上
の

流
れ
の
音
や
松
下
に
吹
く
風
の
音
と
い
う
聴
覚
的
な
比
喩
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
清
代
で
は
、
沈
徳
潜
『
唐
詩
首
魚
集
』
（
巻
九
）
に
お
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

て
、
陸
時
雍
と
ほ
ぼ
同
じ
評
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
翁
方
綱
の
『
石

洲
詩
話
』
（
巻
一
）
に
お
い
て
は
、

 
 
讃
孟
公
立
、
且
母
論
懐
抱
、
母
論
格
調
。
只
其
忍
草
予
冷
、
如
月
中
指
馨
、

 
 
石
上
聴
泉
。

 
 
孟
公
の
詩
を
棲
む
に
、
且
ら
く
懐
抱
を
論
ず
る
響
く
、
格
調
を
論
ず
る
母
し
。

 
 
只
だ
其
の
清
塩
幽
冷
な
る
こ
と
、
月
中
に
磐
を
聞
き
、
石
上
に
泉
を
聴
く
が

 
 
如
し
。

と
あ
り
、
孟
浩
然
詩
の
思
想
性
や
格
調
に
つ
い
て
、
今
は
論
じ
な
い
で
お
く
と
す

る
一
方
で
、
そ
の
詩
風
を
「
清
空
襲
冷
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
そ

れ
が
、
聴
覚
的
な
比
喩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
、
歴
代
の
批
評
に
、
孟
浩
然
の
詩
風
を
聴
覚
的
な
比
喩
に
よ
っ
て

評
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
挙
例
に
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
作
品
に
は
、

聴
覚
的
に
捉
え
ら
れ
た
自
然
描
写
が
目
立
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
聴

覚
的
描
写
に
は
「
清
」
と
い
う
形
容
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
場
合
の

「
清
」
が
、
音
の
響
き
自
体
の
清
澄
さ
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ

う
。
た
だ
私
は
、
そ
こ
に
、
自
然
へ
の
主
体
的
関
与
と
い
う
点
か
ら
、
さ
ら
な
る

意
味
を
見
出
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
節
で
は
、

つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
ま
ず
、
「
夏
日
南
五
山
音
大
」
（
五
九
頁
、
4
2
）
を
掲
げ
る
。

山
葵
早
老
落

池
月
漸
東
上

散
髪
乗
夜
涼

開
軒
喜
憂
倣

荷
風
送
香
氣

上
露
滴
清
響

欲
取
鳴
琴
弾

発
無
知
音
賞

感
此
懐
故
人

中
宵
勢
夢
想

こ
の
こ
と
に

日
が
落
ち
月
が
よ
う
や
く
昇
っ
た
頃
、

と
す
る
詩
人
が
捉
え
た
も
の
は
、

あ
り
、
一
つ
は
竹
の
葉
か
ら
滴
る
露
の
音
で
あ
っ
た
。

音
は
と
も
に
、
嗅
覚
・
聴
覚
を
強
烈
に
刺
激
す
る
も
の
で
は
な
く
、

や
か
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
の
鋭
利
な
感
覚
に
よ
っ
て
積
極
的
に
捉
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
が
見
出
せ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
竹
の
葉
の
露
の
滴
り
は
極
め
て
細
微
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
捉
え
る
に
は
、
対
象
へ
の
排
他
的
・
選
択
的
な
大
き
な
集
中
力

が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
ま
し
て
や
こ
の
よ
う
な
音
は
、
受
動
的
に
ふ
と
聞
こ
え
る

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
詩
人
が
そ
の
細
微
な
音
を
、
意
図
的
に
自
身
の
耳
に
引
き

寄
せ
た
と
さ
え
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
詩
評
に
「
泉
の
石

上
に
流
れ
風
の
松
下
に
來
た
る
の
音
有
り
。
」
「
月
中
に
磐
を
聞
き
、
石
上
に
泉
を

聴
く
が
如
し
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
音
が
、
い
ず
れ
も
耳
を
傾
け
て
は
じ
め
て
味

わ
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
私
の
右
の
読
み
方
を
傍
証
し
て
く
れ

七
光
 
忽
ち
西
に
落
ち

池
月
 
漸
く
東
に
上
る

髪
を
散
じ
て
夜
涼
に
乗
じ

ま
ど軒

を
開
き
て
聞
散
に
臥
す

荷
風
 
香
氣
を
送
り

竹
露
 
清
響
を
滴
ら
す

鳴
琴
を
取
り
て
弾
か
ん
と
欲
す
れ
ど
も

知
音
の
賞
す
る
無
き
を
恨
む

此
れ
に
感
じ
て
故
人
を
懐
い

中
宵
 
夢
想
を
勢
す

 
 
 
 
 
 
ま
げ
を
解
い
て
超
俗
的
な
気
分
に
浸
ろ
う

 
 
 
 
一
つ
は
風
に
乗
っ
て
漂
う
荷
の
は
な
の
香
り
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荷
の
は
な
の
香
り
・
露
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
し
ろ
さ
さ

 
 
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
詩
人
が
、
さ
さ
や
か
な
自
然
を
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孟浩然詩における自然描写について（下）

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
対
に
な
っ
て
い
る
荷
の
は
な
の
香
り
も
、
風

に
よ
っ
て
送
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
詩
人
が
、
そ
の
か
す
か
な

香
り
を
自
ら
の
嗅
覚
に
引
き
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
細
塵
が
正
対

で
あ
る
の
で
、
そ
う
読
む
こ
と
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。

 
そ
し
て
、
私
が
敢
え
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
竹
の
葉
の
露
の
滴
り
と
い
う
細
微

な
自
然
に
対
し
て
、
詩
人
が
右
の
よ
う
に
主
体
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
て
い
る
の
が
、
夜
と
い
う
時
間
の
静
詮
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
さ
さ
や
か
な
音
ま
で
も
妨
げ
な
く
は
っ
き
り
と
伝
え
る
（
聞

き
取
れ
る
）
静
粛
性
を
、
本
節
で
は
、
水
の
視
覚
的
透
明
性
に
な
ぞ
ら
え
て
、
仮

に
聴
覚
的
透
明
性
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
前
節
で
論
じ
た
と
こ
ろ
の
、

孟
浩
然
詩
に
お
い
て
水
中
の
自
然
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
態
度
が
、
水
の
透

明
性
（
視
覚
的
な
透
明
性
）
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ

で
は
聴
覚
的
な
透
明
性
に
支
え
ら
れ
て
自
然
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
田
口
暢
穂
氏
に
よ
れ
ば
、
露
の
滴
り
に
つ
い
て
、
詩
的
伝
統
の
中

で
、
そ
れ
を
音
の
面
か
ら
と
ら
え
る
と
い
う
発
想
は
一
般
的
・
普
遍
的
な
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
6
）

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
発
想
・
態
度
は
、
孟
浩
然
詩
の

特
徴
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
ひ
い
て
は
、
聴
覚
的
な
自
然
描
写
を
特
に
問
題

と
す
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

 
さ
て
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
聴
覚
的
な
自
然
描
写
の
用
例
を
見
て
ゆ
く
と
、
夜

の
描
写
が
多
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
身
方
綱
の
評
に
「
月
中
に

磐
を
聞
き
」
と
あ
り
、
時
間
を
「
月
中
」
す
な
わ
ち
夜
間
に
置
い
て
い
る
の
は
、

あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
気
付
い
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
（
も
ち
ろ

ん
、
「
月
中
」
と
い
う
語
は
、
夜
間
と
い
う
時
間
を
示
す
と
と
も
に
、
月
光
の
清
亮

さ
を
意
識
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）
た
だ
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
当
然
の

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
夜
と
い
う
時
間
に
お
い
て
は
、
視
覚
は
闇
に

妨
げ
ら
れ
て
そ
の
使
用
が
困
難
に
な
る
た
め
に
、
文
学
表
現
に
お
い
て
は
い
ま
一

つ
の
代
表
的
感
覚
で
あ
る
聴
覚
が
、
よ
り
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と
考
え

 
 
 
 
 
 
 
（
6
7
）

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
「
宿
業
師
山
房
待
丁
公
不
至
」

夕
陽
度
西
嶺

華
堅
條
已
瞑

松
月
毎
夜
涼

風
泉
漏
清
聴

樵
人
蹄
再
審

煙
鳥
棲
盲
窓

之
子
期
宿
患

孤
琴
食
事
事

業
上
人
の
住
ま
う
山
中
の
寺
に
お
い
て
、

わ
な
か
っ
た
時
の
作
品
で
あ
る
。

で
に
夜
で
あ
っ
た
。

の
寺
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
視
覚
的
な
非
透
明
の
中
に
あ
っ
て
、

の
音
に
、
詩
人
は
耳
を
傾
け
て
い
る
。

と
す
る
解
釈
が
あ
り
、

「
対
象
に
集
中
し
て
聴
く
」

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

が
受
動
的
に
聞
こ
え
て
く
る
の
で
は
な
く
、

う
と
し
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
「
尋
香
山
湛
上
人
」
（
一
頁
、
1
）
の
一
部
を
掲
げ
る
。

朝
遊
訪
名
山

山
県
在
位
皇

国
氣
亘
百
里

寒
入
行
始
至

谷
口
聞
鐘
聲

 
 
 
 
 
（
十
頁
、
6
）
を
掲
げ
る
。

夕
陽
 
西
嶺
に
度
り

 
星
群
珪
砂
ち
已
に
瞑
し

松
月
夜
涼
生
じ

 
風
合
 
清
聴
満
つ

 
樵
人
 
隠
り
て
野
き
ん
と
欲
し

 
 
 
す
み
か

 
煙
鳥
 
棲
初
め
て
定
ま
る

 
之
の
子
 
宿
來
を
期
す

 
 
 
 
 
 
 
ま

孤
琴
羅
蓬
に
候
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
8
）

 
 
 
 
 
 
 
 
丁
公
を
待
っ
た
が
、
会
う
こ
と
が
か
な

 
 
 
 
 
一
・
二
句
目
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
時
間
は
す

三
句
目
、
月
は
出
て
い
る
も
の
の
、
夜
で
あ
り
、
ま
た
山
中

 
 
 
 
や
は
り
あ
た
り
は
か
な
り
暗
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
句
目
、
風
に
吹
か
れ
る
流
れ

 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
で
、
「
清
聴
」
は
、
「
清
ら
か
な
音
声
」

 
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
語
に
は
ま
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
9
）

 
 
 
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
は
い
き

 
し
て
み
る
と
、
四
句
目
は
、
詩
人
に
流
れ
の
清
ら
か
な
音

 
 
 
 
 
 
 
 
 
詩
人
が
そ
の
音
を
主
体
的
に
捉
え
よ

朝
遊
 
名
山
を
訪
う

山
遠
く
 
空
翠
に
在
り

砂
壌
 
百
里
に
亘
り

日
入
り
て
行
始
め
て
至
る

谷
口
 
鐘
聲
を
聞
き

一 83 一



山口県立大学国際文化学部紀要第4号（1998）

林
端
識
香
氣
 
 
林
端
 
香
氣
を
写
る

野
老
早
入
田

山
僧
暮
蹄
寺

松
泉
多
清
響

苔
壁
饒
古
意

野
老
 
早
に
田
に
入
り

山
僧
 
暮
に
寺
に
湿
る

松
泉
 
両
年
多
く

 
 
 
 
 
お
お

苔
壁
 
古
意
悔
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
0
）

詩
題
の
「
香
山
」
は
、
底
本
と
し
た
徐
氏
『
校
注
』
で
は
、
洛
陽
の
香
山
と
す
る
。

「
湛
上
人
」
は
、
未
詳
。
さ
て
、
引
用
の
四
句
目
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
目
的
地

に
着
い
た
時
は
、
日
没
後
で
あ
っ
た
。
前
掲
「
宿
業
師
山
房
」
詩
と
同
様
、
山
中

の
寺
で
も
あ
り
、
あ
た
り
は
す
で
に
闇
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
闇

と
い
う
視
覚
的
非
透
明
の
中
に
あ
っ
て
、
五
・
六
句
目
、
聴
覚
・
嗅
覚
に
よ
っ
て
、

寺
を
間
近
に
し
た
情
景
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
境
内
の
描
写
に
お
い
て
も
、

「
松
泉
 
清
客
多
く
」
と
、
ま
さ
に
本
節
冒
頭
に
引
い
た
陸
餌
雍
の
評
語
の
よ
う

 
 
 
 
 
（
7
1
）

に
、
松
風
と
流
水
の
さ
ま
が
、
聴
覚
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
（
な
お
陸
時
雍
の
評

語
は
、
「
宿
業
師
山
房
」
詩
の
三
・
四
句
目
や
こ
こ
の
「
松
泉
」
の
句
か
ら
発
想
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
）
そ
し
て
こ
の
「
松
泉
」
も
、
前
掲
詩
と
同
様

に
、
受
動
的
に
聞
こ
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
詩
人
が
耳
を
傾
け
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
両
詩
に
お
い
て
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て

い
る
の
が
、
山
寺
の
静
誰
さ
（
聴
覚
的
透
明
感
）
で
あ
ろ
う
。
「
清
聴
」
「
清
響
」

の
「
清
」
は
、
響
き
自
体
の
透
明
感
と
と
も
に
、
そ
の
響
き
を
届
け
伝
え
る
静
け

さ
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。

 
こ
の
よ
う
な
、
夜
・
寺
廟
・
清
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
自
然
描
写
は
、
他
に
も

見
ら
れ
る
。

 
①
爾
心
喜
相
得
 
 
爾
・
1
0
 
相
得
た
る
を
喜
び

 
 
畢
景
雲
談
笑
 
 
畢
景
 
談
笑
を
共
に
す

 
 
瞑
還
子
嚢
眠
 
 
瞑
に
還
り
て
高
窩
に
眠
り

時
見
遠
山
焼
 
 
時
に
遠
山
の
焼
く
る
を
見
る

風
泉
有
清
音
 
 
風
泉
 
清
音
有
り

何
必
三
門
囎
 
 
何
ぞ
蘇
門
の
嚥
を
必
せ
ん
や

 
（
「
宿
終
南
翠
微
寺
」
七
頁
、
4
。
第
十
句
目
か
ら
と
末
尾
二
句
。
）

②
海
行
信
風
帆
 
 
海
行

 
夕
宿
逗
雲
島
 
 
夕
宿

風
帆
に
信
せ

 
 
 
と
ど

雲
島
に
逗
ま
る

鶴
涙
清
露
垂
 
 
鶴
嗅
 
清
里
垂
れ

鶏
鳴
信
潮
早
 
 
鶏
鳴
 
信
潮
早
し

 
 
 
（
「
宿
天
台
桐
柏
観
」
五
頁
、
3
。
作
品
の
一
部
。
）

①
は
、
引
用
し
た
二
・
三
句
目
か
ら
、
時
間
が
夜
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
句

目
、
詩
人
は
、
寝
所
か
ら
、
風
に
吹
か
れ
る
流
水
の
音
を
敏
感
に
捉
え
て
い
る
。

そ
の
流
れ
は
夜
の
闇
の
中
に
あ
っ
て
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
夜
の
静
寂
の
中
に

伝
わ
る
流
れ
の
音
を
聞
き
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
宿
業
師
山
房
」
「
尋
香

山
湛
上
人
」
両
界
と
同
様
の
構
図
で
あ
ろ
う
。
次
に
②
に
つ
い
て
、
三
・
四
句
目
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
た

ま
ず
そ
の
時
間
で
あ
る
が
、
『
准
南
子
』
単
玉
訓
に
「
難
は
將
に
旦
な
ら
ん
と
す
る

を
知
り
、
鶴
は
夜
の
半
ば
な
る
を
知
る
。
（
難
知
將
旦
、
鶴
知
夜
半
。
）
」
高
誘
注
「
鶴

は
夜
半
ば
に
し
て
鳴
く
也
。
（
鶴
夜
半
而
座
面
。
）
」
と
あ
り
、
ま
た
『
論
衡
』
攣
動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

篇
に
「
夜
の
半
ば
な
る
に
及
び
て
鶴
橋
き
、
農
の
將
に
旦
な
ら
ん
と
し
て
鶏
鳴
く
。

（
夜
及
半
而
鶴
嗅
、
農
將
旦
而
鶏
鳴
。
）
」
な
ど
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
三
句
目
が

夜
半
、
四
句
目
が
夜
明
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
三
句
目
に
は
、
夜

半
に
お
け
る
鶴
の
透
き
通
っ
た
鳴
き
声
と
と
も
に
、
露
の
垂
れ
る
情
景
が
描
写
さ

れ
て
お
り
、
「
鶴
涙
」
は
も
ち
ろ
ん
聴
覚
的
描
写
で
あ
る
が
、
「
清
露
垂
る
」
も
、

視
覚
的
に
不
透
明
な
夜
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
聴
覚
的
描
写
と
考
え
る
こ
と

 
 
 
 
（
7
2
）

が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
の
「
清
純
垂
る
」
が
、
前
掲
「
夏
日
南
島
懐
轡
屋
」
詩
の

一 84 一



孟浩然詩における自然描写について（下）

「
竹
露
 
清
響
を
滴
ら
す
」
や
、
「
竹
露
 
清
響
を
滴
ら
す
」
と
同
様
の
発
想
の
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
3
）

句
と
し
て
田
口
氏
が
指
摘
す
る
「
歯
急
呈
山
南
諸
隠
」
（
五
四
頁
、
3
8
）
の
「
竹

露
 
百
夜
に
滴
り
、
松
風
 
清
書
に
吹
く
。
（
竹
野
聞
隠
避
、
松
風
清
書
吹
）
」
の

上
句
と
、
発
想
が
似
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
言
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
「
暗
暗
 
聞
夜
に
滴
る
」
句
は
、
視
覚
的
描
写
と
も
考
え
う
る
が
、
や

は
り
第
一
義
的
に
、
聴
覚
的
な
描
写
と
見
徹
し
て
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
「
聞

夜
」
、
す
な
わ
ち
「
夜
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
聞
」
（
し
ず
け
さ
）
は
、
こ
の

場
合
ま
さ
に
「
竹
島
滴
る
」
と
い
う
微
細
な
音
を
聞
き
取
り
う
る
聴
覚
的
に
透
明

な
環
境
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
①
②
の
例
に
お
い
て
も
、
「
清
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
や
は

り
、
そ
の
響
き
自
体
の
透
明
感
と
と
も
に
、
そ
の
響
き
を
届
け
伝
え
る
静
か
な
環

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

境
を
も
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
ま
た
、
場
所
は
寺
廟
で
は
な
い
が
、
次
の

よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。

 
③
清
猿
不
可
聴
 
 
清
猿
 
聴
く
べ
か
ら
ず

 
 
沿
誌
上
今
流
 
 
月
に
沿
い
て
湘
流
を
上
る

 
 
 
（
「
湖
中
旅
泊
寄
六
九
二
戸
防
」
一
九
頁
、
1
3
）

 
④
華
燭
罷
燃
蠣
 
 
華
燭
 
蝋
を
燃
や
す
を
罷
め

 
 
清
二
方
断
面
 
 
心
嚢
 
方
に
鵬
を
奏
す

 
 
 
（
「
夜
登
孔
伯
昭
南
櫻
時
沈
太
清
三
論
琴
座
」
五
一
頁
、
3
5
）

右
の
「
清
猿
」
と
「
清
絃
」
（
後
者
は
自
然
描
写
の
語
彙
で
は
な
い
が
）
は
、
と
も

に
よ
く
見
ら
れ
る
詩
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
、
夜
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
こ
と

に
は
、
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。

 
以
上
、
聴
覚
的
描
写
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
挙
げ
た
用
例
は
全
て
「
清
＋

○
」
と
い
う
語
彙
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
音
の
響
き
自
体

の
透
明
感
と
と
も
に
、
そ
の
音
を
届
け
伝
え
る
静
か
な
環
境
、
す
な
わ
ち
聴
覚
的

に
透
明
な
環
境
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
環
境
に
保
証
さ
れ
て
詩
人

が
そ
の
響
き
に
主
体
的
に
関
与
で
き
て
い
る
と
考
え
た
い
。

 
最
後
に
、
こ
の
節
の
用
例
に
お
い
て
は
、
聴
覚
的
描
写
を
取
り
扱
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
、
孟
浩
然
詩
の
い
ま
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
「
自
然
の
活
動
性
」
が
顕
著
に

現
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
「
荷
風
 
香
氣
を
送
り
、
竹
露

清
響
を
滴
ら
す
」
（
「
夏
日
南
亭
懐
蝕
甚
」
）
の
「
送
」
「
滴
」
、
「
風
泉
 
清
聴
満
つ
」

（「

h
業
師
山
房
…
」
）
の
「
満
」
、
「
松
泉
 
清
響
多
く
」
（
「
尋
香
山
湛
上
人
」
）
の

「
多
」
、
「
清
猿
 
聴
く
べ
か
ら
ず
」
（
「
湖
中
旅
泊
…
」
）
の
「
不
可
聴
」
な
ど
の
措

辞
は
、
自
然
を
静
止
的
な
も
の
と
し
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
活

動
の
継
続
性
や
豊
か
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
一
見
静
か
で
繊
細
な
描
写

の
中
に
も
自
然
の
活
動
性
が
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

（
六
）

 
以
上
本
稿
で
は
、
自
然
の
透
明
性
に
着
目
し
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
描
写
を
中
心

と
し
て
、
自
然
へ
の
主
体
的
関
与
の
態
度
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
挙
例
に
は

す
べ
て
「
清
」
字
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
然
の
「
透
明
性
」
に
着
目
し

た
以
上
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
前
稿
と
本
稿
の
意
図
は
、
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
「
清
」
の
概
念
を
、
先
行
諸

説
を
踏
ま
え
て
再
検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

 
な
お
最
後
に
付
け
加
え
て
お
く
が
、
本
稿
上
・
下
に
お
い
て
、
検
討
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
の
に
、
明
ら
か
に
無
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
活
動
性
に
富

ん
だ
自
然
描
写
に
お
け
る
、
自
然
に
対
す
る
主
体
的
関
与
の
態
度
に
つ
い
て
の
考

察
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
を
期
し
た
い
。

 
〔
注
〕

（
3
8
）
 
「
孟
浩
然
詩
に
お
け
る
自
然
描
写
に
つ
い
て
（
上
）
」
（
『
山
口
県
立
大
下
国

 
 
際
文
化
学
部
紀
要
』
三
、
一
九
九
七
年
）
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
節
の
番
号
・

 
 
注
の
番
号
と
も
に
、
（
上
）
か
ら
の
連
番
と
す
る
。

（
3
9
）
 
前
稿
で
は
「
自
然
に
対
す
る
主
体
的
・
能
動
的
関
与
の
態
度
」
と
し
た
。
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た
だ
「
能
動
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
然
に
積
極
的
に

 
 
働
き
か
け
た
結
果
そ
れ
を
加
工
・
変
形
す
る
と
い
う
意
味
を
も
有
す
る
。
も

 
 
し
そ
う
な
ら
ば
、
本
稿
の
主
旨
を
は
ず
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
「
能
動
的
」

 
 
と
い
う
言
葉
を
取
り
去
る
こ
と
と
す
る
。

（
4
0
）
 
「
竹
露
滴
清
響
-
孟
浩
然
覚
書
1
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
四
、
一
九
七
八

 
 
年
）
。
な
お
前
回
で
は
、
誤
っ
て
「
川
の
水
の
澄
ん
だ
さ
ま
」
と
引
用
し
て
し

 
 
ま
っ
た
。
こ
こ
に
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
田
口
氏
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

（
4
1
）
 
前
念
同
様
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
孟
浩
然
詩
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
里
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
）
と
拙
稿
「
孟

 
 
浩
然
汎
濫
作
品
対
照
表
」
（
『
中
国
学
志
』
小
寺
号
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る

 
 
作
品
番
号
を
掲
げ
る
。

（
4
2
）
 
『
王
維
孟
浩
然
選
集
』
（
一
九
九
〇
年
、
上
海
書
籍
出
版
社
）
。
本
堤
の
頷
聯

 
 
に
対
す
る
王
氏
の
解
釈
の
全
体
を
示
せ
ば
、
「
爲
所
見
之
景
、
潭
水
澄
明
、
可

 
 
沖
魚
在
樹
蔭
下
往
來
條
忽
、
猿
在
…
…
嬉
岡
。
」
（
傍
線
、
引
用
者
）
で
あ
り
、

 
 
こ
れ
は
、
私
の
読
み
を
支
持
し
て
く
れ
て
い
よ
う
。

（
4
3
）
 
底
本
と
し
た
徐
氏
『
校
注
』
の
ほ
か
、
陳
胎
鰍
『
孟
浩
然
言
上
』
（
一
九
八

 
 
三
年
、
人
民
文
学
出
版
社
）
、
李
景
白
『
孟
浩
然
詩
集
校
注
』
（
一
九
八
八
年
、

 
 
巴
蜀
書
社
）
、
曹
永
東
箋
注
・
王
浦
三
審
訂
『
孟
浩
然
詩
集
箋
注
』
（
一
九
九

 
 
〇
年
、
天
津
直
面
出
版
社
）
、
趙
桂
藩
『
孟
浩
然
集
注
』
（
一
九
九
一
年
、
旅

 
 
游
教
育
出
版
社
）
、
壮
齢
現
主
編
『
全
唐
詩
国
選
新
注
集
評
』
第
2
巻
（
一
九

 
 
九
四
年
置
遼
寧
人
民
出
版
社
）
。

（
4
4
）
 
『
讃
野
方
輿
紀
要
』
（
巻
九
二
）
漸
馬
匹
・
紹
雪
曇
・
會
稽
縣
・
鑑
湖
の
条

 
 
に
「
城
南
三
里
。
亦
日
鏡
湖
、
一
名
長
駆
。
…
…
漢
永
和
五
年
、
太
守
馬
榛

 
 
始
環
湖
築
塘
。
…
…
由
漢
迄
唐
、
湖
難
語
慶
。
…
…
宋
初
民
始
盗
湖
爲
田
。

 
 
治
平
間
、
勢
至
七
百
昼
頃
、
春
慶
口
蓋
。
…
…
政
和
間
、
太
守
王
仲
疑
遂
屡

 
 
湖
爲
田
。
…
…
」
と
あ
る
。

（
4
5
）
 
「
羨
魚
」
は
、
『
准
南
子
』
説
林
訓
の
「
臨
河
流
羨
魚
、
不
如
蹄
家
織
網
。
」

 
 
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
底
本
と
し
た
徐
氏
の
注
釈
や
注
（
4
3
）
の

 
 
李
氏
『
校
注
』
の
注
釈
に
従
っ
て
解
釈
し
た
。
な
お
、
典
拠
で
の
「
羨
魚
」

 
 
の
意
味
は
、
「
魚
を
得
よ
う
と
す
る
」
で
あ
る
。

（
4
6
）
 
「
孟
浩
然
事
跡
考
辮
」
（
『
文
史
』
四
、
一
九
六
五
年
）
。

（
4
7
）
 
『
校
注
唐
詩
解
釈
辞
典
』
（
松
浦
友
久
編
、
田
口
暢
穂
担
当
、
一
九
八
七
年
、

 
 
大
猛
者
書
店
）
に
は
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
（
天
空
の
…
引
用
者
補
）
月
が
間

 
 
近
に
感
じ
ら
れ
る
。
」
と
「
水
に
う
つ
っ
た
月
影
が
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
。
」

 
 
の
二
通
り
の
解
釈
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
両
解
釈
の
代
表
的

 
 
な
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
同
書
を
参
照
。
ま
た
、
同
書
以
後
に
出
版
さ
れ
た

 
 
『
山
水
詩
歌
鑑
賞
辞
典
』
（
張
乗
戊
主
編
、
朱
啓
蒙
担
当
、
一
九
八
九
年
、
中

 
 
国
旅
游
出
版
社
）
に
は
、
「
因
“
野
暖
”
、
才
会
有
“
天
銭
糧
”
的
景
象
。
因

 
 
“
江
清
”
、
才
会
有
“
月
近
人
”
的
感
受
。
」
と
あ
る
。

 
 
 
な
お
、
松
尾
善
弘
氏
に
よ
り
、
上
句
の
「
天
田
樹
」
を
「
天
 
樹
よ
り
低

 
 
し
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
と
の
説
が
、
幾
つ
か
の
『
唐
詩
三
百
首
』
の
注
釈

 
 
書
を
引
き
つ
つ
、
提
出
さ
れ
て
い
る
（
『
唐
詩
の
解
釈
と
鑑
賞
＆
平
灰
式
と
対

 
 
句
法
』
十
三
「
対
句
」
の
条
件
と
そ
の
検
証
。
一
九
九
三
年
、
近
代
文
藝

 
 
社
）
。
氏
の
論
に
引
か
れ
て
い
な
い
注
釈
書
で
同
様
の
立
場
を
と
る
も
の
に

 
 
は
、
注
（
4
3
）
の
陳
氏
『
生
月
』
、
曹
・
王
氏
『
箋
注
』
の
ほ
か
、
李
小
松
『
孟

 
 
浩
然
元
応
物
詩
選
』
（
一
九
八
三
年
、
三
聯
書
店
香
港
分
店
）
・
葛
傑
『
王
維

 
 
孟
浩
然
詩
界
注
』
（
一
九
九
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
が
あ
る
。

（
4
8
）
 
但
し
私
の
解
釈
で
は
、
論
拠
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
月
」
は
ま
ず

 
 
天
空
の
月
で
あ
る
と
考
え
る
。
い
ず
れ
の
解
釈
を
採
る
に
せ
よ
、
詩
人
が
自

 
 
然
に
主
体
的
に
関
与
し
て
い
る
態
度
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
4
9
）
 
「
河
蝕
詩
人
孟
浩
然
」
（
『
文
史
雑
誌
』
六
-
一
、
一
九
四
八
年
）
。

（
5
0
）
 
『
雲
仙
雑
記
』
は
、
天
復
元
年
（
九
〇
一
）
十
二
月
の
自
序
を
持
つ
。
ま
た
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孟浩然詩における自然描写について（下）

 
 
同
書
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
『
玄
山
記
』
か
ら
採
録
し
た
と
す
る
が
、
『
玄

 
 
山
記
』
に
つ
い
て
は
、
現
在
未
詳
。

（
5
1
）
 
な
お
、
実
証
的
あ
る
い
は
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ク
な
詩
人
と
し
て
の
孟
浩
然
の
姿

 
 
は
、
現
在
伝
わ
る
孟
浩
然
像
の
な
か
で
は
、
稀
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
宋
・

 
 
陳
師
道
『
後
山
詩
話
』
の
「
子
謄
愚
計
浩
然
之
詩
、
韻
高
而
才
短
、
如
造
内

 
 
法
酒
手
而
無
材
料
爾
。
」
、
宋
・
張
戒
『
歳
心
事
詩
話
』
（
巻
上
）
「
子
謄
云
、

 
 
浩
然
詩
如
内
庫
法
益
、
却
是
正
尊
之
規
模
、
睡
中
八
三
爾
。
」
、
宋
・
厳
羽
『
槍

 
 
浪
詩
話
』
詩
辮
の
「
大
抵
輝
道
惟
在
留
悟
、
詩
道
亦
在
妙
悟
。
且
孟
嚢
陽
學

 
 
力
下
韓
退
之
遠
甚
、
而
其
詩
濁
出
退
軍
之
上
者
、
一
味
妙
下
郷
已
。
」
の
よ
う

 
 
に
、
そ
れ
と
は
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

（
5
2
）
 
参
考
ま
で
に
、
「
王
土
章
柳
」
空
中
に
お
け
る
「
釣
」
の
語
は
、
孟
浩
然
（
2

 
 
6
7
首
：
『
全
唐
詩
』
に
依
る
。
以
下
同
じ
。
）
1
4
例
に
対
し
、
王
維
（
3
8

 
 
4
首
）
は
8
例
、
章
業
物
（
5
6
5
首
）
は
3
例
、
柳
宗
元
（
1
6
2
首
）

 
 
は
1
例
で
あ
っ
た
。
孟
・
王
・
柳
は
、
下
面
・
冷
冷
・
丸
紅
・
王
紅
編
著
『
全

 
 
唐
詩
索
引
』
の
『
孟
浩
然
巻
』
（
一
九
九
二
年
、
中
華
三
局
）
『
王
維
巻
』
（
同
）

 
 
『
柳
宗
元
巻
』
（
現
代
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
章
は
、
↓
・
勺
・

 
 
蜜
Φ
一
ω
8
『
章
器
物
詩
注
引
起
』
（
一
九
七
六
年
、
O
田
Z
国
ω
国
 
竃
〉
↓
甲

 
 
菊
H
＞
い
ω
 
O
国
Z
↓
国
戸
一
Z
O
）
に
よ
る
。

（
5
3
）
 
隠
逸
的
行
為
を
表
わ
す
用
例
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
「
垂
釣
坐
磐
石
、

 
 
水
清
心
益
聞
。
」
（
「
萬
山
潭
」
六
六
頁
、
4
8
）
「
抱
琴
來
取
醇
、
垂
釣
坐
乗

 
 
聞
。
」
（
「
題
李
十
四
荘
厳
贈
棊
母
校
書
」
一
八
三
頁
、
1
4
2
）
「
耕
釣
方
自

 
 
逸
、
壺
膓
趣
不
空
。
」
（
「
題
張
野
人
園
盧
」
二
六
七
頁
、
2
2
3
）
な
ど
を
挙

 
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
釣
り
の
主
体
が
孟
浩
然
で
は
な
い
が
、
「
白
首

 
垂
釣
翁
、
新
粧
洗
沙
女
。
」
（
「
耶
漢
寺
運
」
十
一
頁
、
7
）
や
「
竹
懊
見
垂

 
釣
、
茅
齋
聞
讃
書
。
」
（
「
西
山
尋
辛
謬
」
九
一
頁
、
6
9
）
も
隠
逸
的
雰
囲
気

 
 
が
強
い
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
太
公
望
の
故
事
を
典
故
と
す
る
も
の
と
し
て
、

 
 
「
歳
暮
海
上
作
」
（
三
六
頁
、
2
3
）
「
冬
至
言
過
呉
織
二
子
檀
漢
別
業
」
（
九

 
 
二
頁
、
7
0
）
「
臨
洞
庭
」
（
一
四
六
頁
、
1
0
7
）
が
あ
り
、
『
捻
子
』
湯
問

 
 
篇
の
「
釣
竈
」
を
典
故
と
す
る
も
の
に
「
與
杭
州
醇
司
戸
登
樟
浮
野
」
（
一
六

 
 
四
頁
、
1
2
4
）
が
あ
る
。

（
5
4
）
 
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
孟
浩
然
詩
に
描
か
れ
た
都
市
に
つ
い
て
」

 
 
（
『
山
口
女
子
大
國
文
』
十
三
、
一
九
九
七
年
）
に
お
い
て
、
都
市
と
の
関
わ

 
 
り
で
若
干
の
分
析
を
試
み
た
。

（
5
5
）
 
『
巫
日
書
』
（
巻
四
三
）
山
簡
傳
「
永
嘉
三
年
、
（
山
簡
）
…
…
図
嚢
陽
。
-

 
 
簡
優
游
百
歳
、
唯
準
準
耽
。
諸
習
氏
、
荊
土
豪
族
、
有
佳
園
池
、
簡
毎
出
嬉

 
 
遊
、
多
日
池
上
、
置
酒
輯
酔
、
名
之
日
高
濃
墨
。
」

（
5
6
）
 
『
後
漢
書
』
（
巻
八
三
）
嚴
光
角
注
「
顧
野
王
輿
地
志
日
、
…
…
桐
盧
縣
南

 
 
有
階
子
陵
虚
語
庭
、
今
山
邊
有
界
、
上
平
可
坐
十
人
、
二
水
、
名
薬
嚴
陵
釣

 
 
壇
也
。
」

（
5
7
）
 
「
釣
磯
平
可
坐
」
は
、
注
（
5
6
）
の
「
上
平
可
坐
十
人
」
を
踏
ま
え
た
描
写
で

 
 
あ
ろ
う
が
、
「
坐
す
べ
し
」
に
は
、
そ
こ
に
坐
っ
て
釣
り
を
し
て
み
た
い
と
い

 
 
う
希
望
を
読
み
取
り
た
い
。

（
5
8
）
 
こ
の
作
品
中
に
「
洞
武
生
深
淺
、
咬
三
無
冬
春
。
先
例
爲
喬
樹
、
百
丈
見

 
 
遊
鱗
。
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
水
が
透
明
な
ゆ
え
に
深
い
所
を
泳
ぐ
魚
さ
え

 
 
も
見
え
る
と
い
う
発
想
は
、
こ
の
節
で
論
じ
て
い
る
こ
と
と
強
く
関
係
す
る

 
 
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
追
求
す
る
い
と
ま
が
な
い
。
な
お
こ
の
作
品
中
に
は
、

 
 
釣
り
に
関
す
る
描
写
は
な
い
。

（
5
9
）
実
際
、
例
え
ば
、
七
里
潭
を
詠
ん
だ
早
い
作
品
で
あ
る
謝
霊
運
「
七
里
瀬
」

 
 
（
『
文
選
』
巻
二
六
）
で
は
「
目
賭
嚴
子
瀬
、
罐
詰
任
公
釣
。
」
の
よ
う
に
、

 
 
『
荘
子
』
外
物
篇
の
故
事
に
関
連
づ
け
て
「
釣
」
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ

 
 
こ
の
詩
の
中
の
水
に
つ
い
て
の
描
写
は
「
石
二
水
溝
援
」
だ
け
で
あ
り
、
水

 
 
の
透
明
性
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
6
0
）
 
『
訳
書
』
（
巻
五
四
）
陸
機
傳
「
（
機
）
又
嘗
詣
侍
中
王
濟
、
濟
指
羊
酪
動
機

 
 
日
、
卿
墨
譜
何
以
遠
此
。
答
云
、
千
里
尊
重
、
未
下
堅
鼓
。
時
人
構
貴
名
封
。
」
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（
6
1
）
 
「
奮
魚
」
が
「
査
頭
の
編
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿
の
注
（
2
1
）
（
2
6
）

 
 
を
参
照
。

（
6
2
）
 
孟
浩
然
・
「
清
江
」
・
「
磋
頭
編
」
の
組
み
合
わ
せ
の
例
と
し
て
は
、
『
苔
漢

 
 
漁
隠
叢
話
後
集
』
（
巻
町
）
孟
浩
然
の
条
に
引
く
黄
庭
童
詩
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 
 
「
山
谷
題
浩
然
書
雪
面
、
平
生
出
門
事
 
、
悉
能
道
蓋
、
乃
詩
思
傳
也
。
其

 
 
詩
云
、
先
生
少
也
隠
鹿
門
、
爽
営
為
壷
塵
埃
昏
。
…
…
嚢
江
瀞
引
言
清
流
、

 
 
梅
残
臓
月
年
年
愁
。
先
生
一
往
欝
欝
秋
、
後
謡
曲
復
白
藍
頭
。
」
丁
霊
の
末
四

 
 
句
は
、
お
そ
ら
く
杜
甫
詩
を
受
容
し
て
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
6
3
）
 
こ
こ
で
言
う
「
す
が
す
が
し
さ
」
「
さ
わ
や
か
さ
」
と
い
う
の
は
、
第
一
義

 
 
的
に
、
皮
膚
感
覚
的
な
形
容
表
現
で
あ
り
、
視
覚
的
な
も
の
を
第
一
義
的
と

 
 
は
し
て
い
な
い
。

（
6
4
）
 
注
（
5
1
）
の
『
後
山
詩
話
』
『
歳
寒
堂
詩
話
』
に
も
同
様
の
評
価
が
あ
り
、
陸

 
 
時
雍
の
評
価
は
こ
れ
ら
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
6
5
）
 
「
孟
詩
勝
人
庭
、
毎
無
意
求
工
、
而
清
超
同
席
、
正
復
号
人
意
表
。
○
清
淺

 
 
語
、
講
南
武
有
泉
流
石
上
、
風
來
松
下
之
音
。
」
と
あ
る
。
「
清
淺
語
」
以
下

 
 
は
、
陸
時
雍
を
襲
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
6
6
）
 
注
（
4
0
）
に
同
じ
。
な
お
、
本
節
の
発
想
は
、
田
口
氏
の
こ
の
論
文
に
啓
発

 
 
を
承
け
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
6
7
）
 
電
灯
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
な
ど
の
明
る
い
光
線
が
あ
ふ
れ
る
現
代
の
夜
に
馴

 
 
染
ん
で
し
ま
っ
た
我
々
に
は
、
そ
の
よ
う
な
照
明
が
な
か
っ
た
時
代
の
夜
の

 
 
闇
の
深
さ
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
月
明
か
り
や
灯
火
が
あ
ろ
う
と
も
、

 
 
い
に
し
え
の
夜
は
現
代
よ
り
も
圧
倒
的
に
暗
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で

 
 
あ
っ
て
こ
そ
、
聴
覚
を
尖
鋭
に
し
た
描
写
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
は
ず
な
の

 
 
で
あ
る
。

（
6
8
）
 
底
本
と
し
た
徐
氏
『
校
注
』
に
よ
れ
ば
、
丁
壮
は
丁
鳳
。
孟
浩
然
の
郷
里

 
 
の
友
人
で
、
郷
貢
進
士
で
あ
っ
た
。

（
6
9
）
 
例
え
ば
『
辞
源
修
訂
本
』
（
一
九
七
九
～
八
四
年
忌
商
務
印
書
館
）
は
、
「
清

 
 
聴
」
の
語
義
と
し
て
①
「
静
聴
」
②
「
明
察
善
聴
」
を
挙
げ
た
あ
と
、
こ
こ

 
 
を
用
例
と
し
て
③
「
清
越
的
聲
音
。
聴
、
以
耳
知
音
、
故
引
申
爲
聲
音
。
」
と

 
 
す
る
。
『
漢
語
山
詞
典
』
が
、
①
「
平
編
聡
善
聴
」
②
「
請
人
聴
取
的
敬
詞
」

 
 
の
あ
と
に
こ
こ
を
引
い
て
③
「
謂
清
越
撮
要
。
」
と
す
る
の
も
、
『
語
源
』
の

 
 
③
の
方
向
で
の
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
で
は
「
聴
」
が
韻
字
で
あ
り
、

 
 
「
音
」
「
響
」
な
ど
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の

 
 
意
味
で
『
辞
源
』
『
大
詞
典
』
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
注
（
4
2
）
（
4
3
）
に
あ

 
 
げ
た
諸
注
釈
は
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
趙
氏
『
集
注
』
は
「
耳

 
 
清
聞
微
。
」
と
し
、
私
の
よ
う
に
『
辞
源
』
①
の
意
味
を
採
っ
て
い
る
。
ま
た

 
 
注
（
4
7
）
の
李
氏
『
詩
選
』
に
は
「
松
風
和
泉
水
清
幽
的
響
聲
、
全
可
聴
到
-

 
 
夜
静
了
。
」
と
あ
り
、
本
節
に
お
け
る
私
の
論
旨
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

 
 
（
但
し
「
風
泉
」
を
「
松
風
和
泉
水
」
と
す
る
解
釈
に
は
従
わ
な
い
。
）

（
7
0
）
 
そ
の
ほ
か
注
（
4
3
）
雨
気
の
曹
・
王
氏
『
箋
注
』
と
異
心
『
全
唐
詩
…
』
と

 
 
が
、
洛
陽
と
す
る
。
堂
幅
『
集
注
』
は
、
『
京
山
縣
志
』
な
る
資
料
に
よ
っ

 
 
て
、
嚢
陽
県
東
南
に
位
置
す
る
京
山
県
の
北
八
○
里
に
あ
る
山
と
し
、
孟
浩

 
 
然
が
隠
棲
し
た
鹿
門
山
か
ら
は
一
日
の
行
程
で
あ
り
、
詩
の
内
容
に
合
う
と

 
 
す
る
。
な
お
『
京
山
縣
志
』
に
つ
い
て
は
未
見
で
あ
る
が
、
手
許
に
あ
る
目

 
 
録
で
は
、
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
漢
籍
目
録
』
二
九
八
○
年
、
同
朋

 
 
社
）
史
部
・
地
理
類
に
清
・
李
慶
嘉
等
修
、
清
・
曽
憲
徳
等
纂
の
二
十
七
巻

 
 
本
が
著
録
さ
れ
、
陳
光
明
『
稀
見
地
方
志
提
要
』
（
一
九
八
七
年
、
斉
魯
書
社
）

 
 
「
古
今
図
書
集
成
方
志
輯
目
」
に
清
・
呉
游
龍
纂
修
の
十
巻
本
（
存
）
が
著

 
 
録
さ
れ
て
い
る
。

（
7
1
）
 
な
お
こ
の
「
松
泉
」
の
語
、
『
海
量
参
府
』
は
『
拾
遺
』
に
こ
の
句
と
他
一

 
 
例
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
り
、
『
駐
字
類
編
』
は
採
ら
な
い
。
『
大
漢
和
辞
典
』

 
 
は
字
号
と
し
て
採
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
『
辞
源
修
訂
本
』
や
『
漢
語
大
飯

 
 
典
』
は
採
ら
な
い
。
現
代
の
孟
浩
然
詩
社
の
諸
本
も
解
釈
を
与
え
て
い
な
い
。

 
 
意
外
に
も
、
常
套
の
語
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
「
松
泉
」
の
語
の
意
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孟浩然詩における自然描写について（下）

 
 
味
は
、
文
字
通
り
「
松
の
木
の
も
と
の
流
水
」
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
陸
時

 
 
雍
の
評
語
か
ら
逆
照
射
し
て
得
ら
れ
る
「
松
風
と
流
水
（
泉
）
」
と
い
う
意
味

 
 
も
大
変
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
ら
れ
、
論
者
に
は
棄
て
が
た
く
、
こ
こ
で
は
こ

 
 
れ
を
採
り
た
い
と
思
う
。
但
し
、
『
侃
文
韻
府
』
の
他
の
｝
例
は
、
明
の
徐
樋

 
 
詩
の
「
茶
汲
松
泉
煮
、
香
牧
桂
屑
焚
。
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
松
の
木
の
も
と

 
 
の
流
水
」
の
意
味
で
あ
る
。

（
7
2
）
 
「
清
露
垂
」
の
対
で
あ
る
下
句
の
「
信
潮
（
時
間
通
り
に
満
ち
て
く
る
潮
）

 
 
早
」
は
、
作
詩
場
所
が
天
台
山
の
道
観
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
景
で

 
 
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
「
清
露
垂
」
も
実
景
で
な
い
可
能
性
が
生
ま

 
 
れ
、
そ
う
な
ら
ば
こ
れ
を
想
像
上
の
視
覚
的
描
写
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
た
だ
、
た
と
え
想
像
上
の
景
で
あ
っ
て
も
、
聴
覚
に
焦
点
を
当
て
た
描
写
で

 
 
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
い
。

（
7
3
）
 
注
（
4
0
）
所
掲
論
文
。

（
7
4
）
 
も
ち
ろ
ん
、
寺
廟
の
情
景
描
写
に
お
け
る
、
「
清
」
な
る
聴
覚
的
描
写
は
、

 
 
注
（
4
0
）
の
田
口
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
寺
廟
の
超
俗
性
を
印
象
づ
け
る

 
 
も
の
で
も
あ
る
。
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