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王

洋

詩

漁

論

~ 

同日

-
Fヨ

王
漁
洋
(
一
六
三
四

i
一
七
一
一
)
詩
は
士
旗
、
字
は
胎
上
、
競
は
漁
洋
山

人
。
左
程
高
い
天
分
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
ー
も
ち
ろ
ん
中
国
詩
史
に

輝
く
過
去
の
詩
人
遣
に
比
し
た
場
合
に
の
み
乙
う
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時

代
の
人
間
と
比
較
し
て
の
話
で
は
な
い
。
彼
が
清
初
の
康
問
山
朝
詩
壇
に
於
い

て
「
一
代
の
正
宗
」
と
仰
が
れ
、
「
南
朱
北
王
」
と
稽
せ
ら
れ
、
朱
葬
尊
と
並

ん
で
銭
謙
益
・
呉
偉
業
な
き
あ
と
の
詩
壇
で
名
聾
を
怒
ま
ま
に
し
た
の
で
あ

りる

最 そ
終の
官生
は涯
lfIJ は
部清
尚朝
音の

巌?裏
太)官
子僚
事と
件し
に て
連殆
坐ん
しど
て挫
部折
下を

実智
態ぬ
をも
口 の
賓で
に あ

解
任
さ
れ
た
が
、
そ
の
乙
と
は
彼
の
生
涯
に
何
等
の
影
を
落
と
さ
ず
、
故
郷
の

山
東
新
城
豚
に
踊
っ
て
幸
福
な
晩
年
を
迭
っ
た
。
強
い
て
言
え
ば
卒
後
に
「
文
」

の
つ
い
た
設
を
賜
わ
ら
な
か
っ
た
事
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
詳
細
な
停
記

は
碑
俸
集
康
照
朝
部
院
大
臣
上
之
下
に
は
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ

た
他
の
高
官
達
と
同
様
に
、
有
能
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
か
つ
功
績
大
、
と
い
う

大

桂

平

極
め
て
平
凡
な
官
僚
生
活
を
迭
っ
た
と
概
情
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
前
稿
『
揚
州
時
代
の
王
漁
洋
』

(
日
本
中
国
製
舎
報
第
三
十
八
集
)

に
於
い
て
、
主
に
彼
の
青
年
時
代
の
詩
に
は
し
ば
し
ば
謁
・
震
の
ヴ
ェ
ー
ル
が

掛
か
り
詩
人
の
硯
魔
を
遮
る
と
同
時
に
そ
の
暖
昧
で
ぼ
ん
や
り
と
し
た
空
間
を

背
景
に
し
て
、
ひ
そ
や
か
に
明
朝
の
亡
闘
を
哀
悼
す
る
と
い
っ
た
型
式
が
よ
く

見
ら
れ
る
こ
と
、
王
漁
洋
は
そ
の
隠
愉
が
讃
者
に
封
し
て
持
つ
巨
大
な
効
果
を

明
ら
か
に
意
識
し
つ
つ
詩
作
し
、
自
ら
の
身
振
り
を
自
ら
模
倣
す
る
こ
と
を
繰

り
返
し
な
が
ら
理
想
の
詩
人
像
に
接
近
し
て
い
っ
た
乙
と
を
論
じ
た
。
本
稿
で

は
王
漁
洋
の
詩
を
政
治
的
な
隠
輸
と
は
切
り
離
し
、
自
然
詩
と
し
て
検
討
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
詩
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
な

ぜ
彼
は
そ
の
よ
う
な
道
を
選
探
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て

ゆ
き
た
い
。一、

王
漁
洋
の
詩
に
於
け
る
「
煙
」
に
つ
い
て

玉
漁
洋
の
詩
を
讃
ん
で
い
て
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
「
煙
」
と
い
う
語
の
多

ム

ノ、



(
2
)
 

さ
で
あ
る
。
松
村
昂
先
生
の
調
査
に
撲
る
と
、

百
九
十
六
首
中
、
二
百
二
十
三
首
に
「
煙
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
の
乙
と
で

『
漁
洋
山
人
精
華
録
』
一
千
六

あ
る
。

ζ

の
数
字
を
王
漁
洋
が
最
も
強
い
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
王
維
と

比
較
し
て
み
る
と
、

『
王
右
丞
集
』
四
百
七
十
九
首
中
二
十
九
首
で
あ
り
、
王

漁
洋
の

5
・8
M
m
k
封
し
て
、
王
維
は

AF-SMmと
な
っ
て
い
る
。
統
計
的
な
数

字
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
王
漁
洋
の
詩
に
於
け
る
「
煙
」
の
存
在
感
は
座
倒

的
で
あ
り
、
非
常
に
重
い
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
(
動
機
)
と

い
う
よ
り
は
、
キ
エ
チ
l
フ
(
静
機
)
と
雪
口
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
「
煙
」
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
。
一
九
七
六
年
版
の
『
新
華
字
典
』

に
よ
れ
ば
、
①
物
質
が
燃
焼
す
る
時
に
出
る
集
種
。
②
鰯
。
③
煙
の
よ
う
な
も

の
す
べ
て
。
た
と
え
ば
寵
・
霞
な
ど
。
④
煙
が
目
を
刺
激
す
る
と
と
。
③
タ
パ

コ
。
⑥
阿
片
。
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
⑤
-
⑥
を
排
除
す
る
と
だ
い
た
い
物
質

が
燃
え
る
際
に
後
生
す
る
け
む
り
と
、
け
む
り
の
様
に
空
中
に
漂
う
穏
・
霞
の

(
3
)
 

『
漁
洋
山
人
精
華
録
』
の
「
煙
」
の
使
用
例

二
つ
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

は
後
者
の
方
が
は
っ
き
り
と
多
い
。
乙
れ
も
松
村
先
生
の
統
計
に
擦
る
と
、
け

む
り
二
十
二
例
、
罷
・
霞
一
百
六
十
九
例
で
あ
る
。
ち
な
み
に
主
維
の
詩
で
は

前
者
十
八
例
、
後
者
十
一
例
で
あ
り
、
比
率
は
完
全
に
逆
縛
し
て
い
る
。
次
に

「
煙
」
の
用
例
を
一
つ
一
つ
見
て
ゆ
く
と
、
純
粋
の
霞
・
震
の
他
に
、
「
煙
霧
」

「
煙
霜
」
等
が
あ
る
。
乙
れ
ら
は
す
べ
て
詩
人
が
霜
・
震

「
煙
雲
」

「
煙
雨
」

に
非
ざ
る
も
の
を
「
煙
」
と
見
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
露
・
霞
以
外
の
も
の

六
四

の
中
で
も
特
に
「
煙
」
に
近
い
と
詩
人
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
雨
で

あ
る
。
「
寒
雨
膜
」
「
雨
濠
濠
」
の
よ
う
に
、
雨
は
空
間
を
う
す
ぐ
ら
く
す
る

(
4
)
 

コ
簾
微
雨
似
軽
煙
」
等
と
煙
l
儒
・
霞
l
k見
立
て
ら
れ
る

機
能
を
持
ち
、

場
合
が
多
い
。
そ
し
て
「
煙
雨
」
と
い
う
語
匂
の
用
例
は
、
「
煙
霧
」
「
煤
雲
」

の
ど
れ
よ
り
も
多
い
。
そ
と
で
筆
者
は
本
稿
の
中
で
詩
人
が
煙
と
見
た
て
て
い

る
も
の
の
す
べ
て
を
「
煙
」
と
い
う
語
で
呼
ぶ
乙
と
と
す
る
。

一一、

「
煙
」
と
王
漁
洋
の
空
間
描
寝

王
漁
洋
の
詩
で
、

「
煙
」
が
出
て
く
る
詩
を
仮
に
分
類
す
る
と
次
の
様
に
な

る@ 

郎
自
の
詩
。

@ 

政
治
的
隠
愉
を
含
み
つ
つ
も
卸
自
の
詩
と
し
て
も
鑑
賞
に
耐
え
る
も
の
。

。
槍
壷
に
題
し
た
詩
。

本
章
で
は
@
-
O
K属
す
る
詩
を
中
心
に
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
王
漁
洋
が
ど

の
よ
う
に
空
間
を
描
寓
・
記
述
し
て
い
る
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

一
一
|
一
郎
自
の
詩
に
於
け
る
「
煙
」
と
空
間
描
潟

即
日
の
詩
と
は
、
王
漁
洋
が
眼
前
の
景
物
や
周
圏
の
空
間
を
詠
じ
た
詩
と
い

う
程
の
意
味
で
あ
り
、
賞
際
に
「
即
目
」
と
題
さ
れ
た
詩
ば
か
り
を
指
す
の
で

は
な
い
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
王
漁
洋
の
詩
の
切
り
と
っ
た
空
間
に
は
し

ば
し
ば
「
煙
」
が
漂
い
、
そ
の
空
間
を
臆
膿
化
し
て
し
ま
う
。
乙
の
瀧
藤
化
さ



れ
た
空
聞
に
於
い
て
、
詩
人
は
も
は
や
物
の
フ
ォ
ル
ム
を
熟
視
す
る
乙
と
を
放

棄
し
て
し
ま
う
の
だ
。
物
の
熟
-
硯
の
放
棄
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
停
統
的
な
中

園
詩
の
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
離
脱
す
る
と
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
問

「
煙
」
の
登
場
す
る
詩
に
、
と
き
た
ま
「
不
見
」
と
い
う
表

題
は
後
述
す
る
。

現
が
み
う
け
ら
れ
る
が
、

「
不
見
」
は
と
の
よ
う
な
王
漁
洋
の
心
的
態
度
を
よ

く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
物
の
フ
ォ
ル
ム
を
熟
戸
腕
し
な
い
詩
人
は
空
間

を
い
か
に
し
て
描
寓
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

清
明
後
三
日
郷
平
西
郭
賦
詩

雨
駄
西
原
上

雨
は
歌
む

西
原
の
上

驚
花
事
事
研

鴛
花

事
事
研
な
り

青
山
環
豚
郭

青
山

同
肺
郭
を
環
り

白
鳥
破
渓
焔

白
鳥

渓
姻
を
破
る

櫨
落
明
流
外

境
落

明
流
の
外

永 園
懐 林
関 舞
渚 景
客 前

永E圏
i乙え林
↑袈
つ
蘭
渚
の
客

震
背
景
の
前

行
慢
暮
春
天

行
く
ゆ
く
慎
む

暮
春
の
天

〔
誇
]

郷
平
の
西
側
の
高
原
に
雨
は
止
ん
だ
。
鴛
と
花
は
い
か
に
も
春
ら
し

く
は
な
ゃ
い
で
い
る
。
青
い
山
は
乙
の
町
の
城
壁
を
め
ぐ
り
、
白
い
烏
は
渓

流
を
お
お
う
霞
か
ら
サ
ッ
と
と
び
で
て
く
る
。
郊
外
の
村
落
は
明
る
い
流
れ

の
か
な
た
。
庭
園
は
雨
上
が
り
の
景
色
の
前
。
乙
の
よ
う
な
風
景
を
前
に
し

王

漁

洋

詩

論

て
、
私
は
王
義
之
の
乙
と
を
何
時
ま
で
も
な
つ
か
し
く
思
い
出
し
、
ぶ
ら
ぶ

ら
あ
て
ど
な
く
歩
き
な
が
ら
、
行
く
春
に
思
い
や
る
。

と
の
詩
が
先
ず
讃
者
に
訴
え
か
け
る
の
は
、
配
色
の
み
ご
と
さ
で
あ
る
。
町

の
城
壁
を
め
ぐ
る
山
の
青
さ
、
谷
簡
に
た
ち
こ
め
る
白
い
霞
を
つ
つ
き
っ
て

突
然
詩
人
の
自
に
と
び
こ
ん
で
く
る
烏
の
白
さ
。
青
と
自
の
封
比
と
い
う
事
に

「
青
山
豚
郭
を
環
り
、
白
鳥

渓
煙
を
破
る
。
」
の
聯
は
、
唐

限
っ
て
言
え
ば
、

賢
三
昧
集
に
於
け
る
代
表
的
詩
人
王
維
の
次
の
様
な
詩
句
、

雨
中
草
色
緑
堪
染

雨
中
の
草
色

総
染
む
る
に
堪
え

水
上
桃
花
紅
欲
然

紅
然
え
ん
と
欲
す

水
上
の
桃
花

(
5
)
 

(
「
制
川
別
業
」
詩
)

の
技
法
の
影
響
下
に
在
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
王
漁
洋
は
背
と
白
の
封

比
に
加
え
て
、

「
煙
」
の
白
さ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
き
わ
だ
っ
て
白
い
烏

と
い
う
よ
う
に
、
同
色
の
中
で
の
微
細
な
位
相
の
違
い
を
描
寓
し
て
お
り
、
唐

賢
三
昧
集
の
詩
人
に
撃
び
つ
つ
、
更
に
一
歩
前
進
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
以
外
の
要
素
、
例
え
ば
春
の
景
物
の
代
表
選
手
で
あ
る
鴛
と
花
は

「
事
事
研
な
り
」
と
軽
く
詠
い
流
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
具
鰻
的
に
は
鰯
れ
ら

れ
な
い
。
「
壇
落
」
と
「
園
林
」
は
ひ
た
す
ら
明
る
い
光
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
、

描
窮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
品
円
山
環
豚
郭
、
白
鳥
破
渓
畑
。
」
と
同
様
な
構
造
を
持
つ
表
現
は
、

「
上
方

寺
訪
東
城
先
生
石
刻
詩
次
韻
」
詩
(
『
精
華
鍛
』
悠
一
)
に
も
見
え
る
。

六
五



昔
出
萄
岡
道

昔
出
づ

萄
岡
の
道

黄
葉
鳴
秋
蛸

黄
葉

秋
揮
鳴
く

上
方
寺

今
来
上
方
寺

今
来
る

緑
軍
一
守
破
春
姻

緑
華
守

春
姻
を
破
る
(
以
下
略
)

〔
誇
]

以
前
私
は
萄
岡
山
へ
の
道
を
遠
出
し
た
乙
と
が
あ
っ
た
。
黄
色
く
な

っ
た
葉
の
あ
た
り
に
秋
の
揮
が
鳴
い
て
い
た
。
今
上
方
寺
へ
や
っ
て
来
る

と
、
梅
の
総
の
等
が
春
が
す
み
を
つ
き
破
っ
て
浮
き
出
て
見
え
る
。

王
漁
洋
は
時
に
二
十
八
歳
、
推
官
と
し
て
揚
州
府
に
住
ん
で
い
た
。

三
日
郷
平
西
郭
賦
詩
」
よ
り
年
代
的
に
は
後
で
あ
る
。
乙
の
詩
で
も
や
は
り
自

に
つ
く
の
は
「
黄
葉
」
の
黄
色
と
、
「
線
専
」
の
緑
色
の
封
比
で
あ
る
。
こ
れ

を
王
維
の
レ
、
ヴ
ェ
ル
と
す
る
な
ら
、
王
漁
洋
の
創
意
工
夫
は
「
緑
等
破
春
姻
」

(
日
)

『
漁
洋
山
人
精
華
録
築
注
』
容
二
に
引
く
彼
の
租
父
王
象
呂
田
の
著

「
清
明
後

に
あ
る
。

『
群
芳
譜
』
の
記
述
、
「
梅
。
白
き
者
に
緑
等
有
り
。
凡
そ
梅
花
の
附
帯
は
皆

絡
紫
色
な
る
に
、
唯
だ
此
れ
の
み
純
緑
な
り
。
」
を
王
漁
洋
は
嘗
然
意
識
し
て

い
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
意
識
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
「
緑
等
」
の
ま
じ
り
け
の

な
い
緑
色
は
、
よ
り
強
烈
に
霞
に
た
だ
よ
う
空
間
に
映
え
る
の
で
あ
る
。

「
白
鳥
破
渓
姻
」
の
「
破
」
と
い
う
動
詞
は
、

「
線
苗
寸
破
春
畑
」
と
重
ね
合

わ
せ
て
見
る
時
、
白
鳥
が
谷
聞
に
た
ち
乙
め
る
か
す
み
を
突
き
破
る
、
と
い
う

意
味
と
、
白
鳥
の
純
白
が
白
い
か
す
み
の
中
に
き
わ
だ
つ
と
い
う
意
味
を
あ
わ

せ
持
つ
様
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
「
線
専
破
春
畑
」
の
「
破
」
は
、

「
白
鳥
破
渓

六
六

畑
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
梅
の
等
の
ま
じ
り
け
の
無
い
総
色
が
春
の
か
す
み

の
中
に
浮
き
出
て
見
え
る
と
い
う
意
味
と
、
梅
の
専
の
緑
色
が
春
の
か
す
み
を

っ
き
破
っ
て
、
強
烈
に
詩
人
の
白
を
射
る
と
い
う
意
味
を
併
せ
持
つ
様
に
思
わ

れ
る
。一

一
(
色
彩
A
)

一

一

×

一
一
(
色
彩
B
)

×
(
か
す
み
)

込|
封王王
比漁維
を洋の
あ のレ
らレグ
わヴエ
すエル

Jレ

園
で
簡
略
化
す
る
と
二
つ
の
詩
の
色
彩
の
封
比
構
造
は
右
の
よ
う
に
な
る
。

「
白
鳥
破
渓
焔
」
に
闘
し
て
言
え
ば
、
烏
が
煙
を
破
る
と
い
う
表
現
は
、
な

(
7
)
 

に
も
王
漁
洋
に
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
晩
唐
の
詩
人
周
朴
の
「
桐
柏

観
」
詩
に
、

人
在
下
方
衝
月
上

鶴人
はは
高 下
慮 方
従ょ lζ
り在
煙 り
をて
破月
りを
て衝
飛 き
ぶて

上
り

鶴
従
高
慮
破
煙
飛

の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
が
、
鶴
の
運
動
に
重
貼
が
置
か
れ
、
色
彩
の
封
比
は
意

議
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
詩
の
表
面
に
は
あ
ら
わ
れ

て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
強
烈
な
色
彩
の
封
比
を
詠
っ
た
詩
が
あ
る
一
方
で
、
王
漁
洋
は

よ
り
穏
や
か
な
色
彩
感
覚
を
出
し
た
詩
も
作
っ
て
い
る
。

青
山



震
雨
過
青
山

与

A'MG

青
山
を
過
り

震
雨

漠
漠
寒
姻
織

漠
漠
と
し
て
寒
姻
織
る

坐不
愛見
秋林
江陵
色域

坐事見
iζリず

愛
す 株

陵
の
城

秋
江
の
色

誇

朝
方
の
雨
は
青
山
を
よ
ぎ
っ
て
、
あ
て
ど
な
く
散
り
康
が
り
、
ひ
ん

や
り
と
し
た
需
を
織
り
な
す
。

南
京
の
街
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
、
私
は
こ
の
秋
の
揚
子
江
の
水
色
に
魅
き
つ
け
ら
れ
る
。

諜
文
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
青
山
」
詩
で
は
「
農
雨
」
り
「
寒

姻
」
と
い
う
メ
タ
モ
ル
フ
ォ

l
ス
が
起
と
っ
て
い
る
。
先
に
書
い
た
様
に
、
雨

と
煙
と
の
類
縁
関
係
は
他
の
気
象
語
よ
り
も
深
く
、
殆
ん
ど
同
じ
意
味
・
機
能

を
持
つ
場
合
が
多
い
。

さ
て
、
乙
の
詩
が
切
り
取
っ
た
空
間
に
は
、
も
や
が
隙
間
無
く
降
り
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
株
陵
城
卸
ち
南
京
の
市
街
は
遠
く
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
空
聞
に
於
い
て
詩
人
は
も
の
を
熟
淵
す
る
乙
と
を
放
棄
す
る
。
そ
の
よ
う
な

援
臆
た
る
空
間
に
う
か
び
あ
が
る
の
は
「
青
山
」
で
あ
る
。
と
の
「
青
山
」
は

(
B
)
 

『
漁
洋
山
人
精
華
録
訓
築
』
巻
五
上
に
引
く

山
の
名
稀
で
あ
る
と
と
も
に
、

『
金
銭
揚
州
府
士
山
』
の
「
青
山
は
儀
其
豚
西
南
二
十
五
里
に
在
り
。
其
の
南
は

江
に
臨
み
、
山
色
は
常
に
育
し
、
因
り
て
以
て
名
づ
く
駕
。
」
と
い
う
記
述
に

従
え
ば
、
そ
の
山
が
「
常
に
青
」
い
事
を
も
意
味
し
て
い
る
。
王
漁
洋
は
明
ら

か
に
こ
れ
を
意
識
し
て
、
長
雨
H
V
寒
煙
を
遇
し
て
「
青
山
」
の
青
さ
を
浮
か
び

王

漁

洋

詩

論

上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
詩
人
は
寒
煙
に
身
を
つ
つ
ま
れ
て
秋
江
の

色
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
績
け
る
。
眺
め
つ
つ
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
持
っ
た
か
な

(
日
)

ど
と
蛇
足
を
附
け
加
え
る
乙
と
無
く
、
一
詩
は
こ
こ
で
終
わ
る
。
高
橋
和
巳
氏

(
叩
)

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ζ

の
「
青
山
」
詩
は
、
李
自
の
作
と
停
え
ら
れ
る
『
菩

薩
醐
出
』
を
踏
ま
え
る
。

平
林
漠
漠
姻
如
織

平
林
漠
漠
と
し
て
畑
織
る
が
如
く

寒
山
一
帯
傷
心
碧

寒
山
一
帯

傷
心
の
碧

膜
色
入
高
楼

膜
色

高
棲
に
入
る
と
き

有
人
棲
上
愁

人
有
り

楼
上
に
愁
う

玉
階
空
侍
立

玉
階
に
空
し
く
作
立
す
れ
ば

宿
烏
蹄
飛
急

蹄
飛
す
る
乙
と
急
な
り

宿
烏

何
慮
是
踊
程

何
慮
ぞ
是
れ
蹄
程
な
る

長
亭
連
短
亭

短
亭
に
連
な
る

長
亭

こ
の
よ
う
に
「
煙
」
を
通
し
て
山
の
青
さ
が
浮
び
上
が
る
、
と
い
う
構
造
ま
で

一
致
し
て
い
る
。
典
故
と
し
て
踏
ま
え
る
と
一
言
う
よ
り
は
、
李
白
の
作
品
を
再

構
成
し
た
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
王
漁
洋
は
「
青
山
」
詩
を
つ

く
る
に
あ
た
っ
て
、
眼
前
の
自
然
空
聞
に
李
白
の
詞
を
務
想
を
あ
て
は
め
た

が
、
そ
こ
に
濃
厚
に
た
だ
よ
う
望
郷
の
念
を
あ
っ
さ
り
と
切
り
捨
て
、
自
ら
の

心
象
を
自
然
に
投
影
す
る
乙
と
な
し
に
、
色
彩
だ
け
で
空
間
を
描
骨
局
し
た
の
で

み
の
ヲ
匂
。

六
七



ま
た
次
に
奉
げ
る
詩
に
も
、
漁
洋
山
人
の
異
常
に
と
ま
や
か
な
色
彩
感
覚
が

殻
拝
さ
れ
て
い
る
。

再
過
露
筋
洞

翠
潟
明
確
尚
綴
然

翠
司ヨ

明
瑞

畑尚
よお
り僚
も然

T25 

湖
雲
洞
樹
碧
於
姻

湖
雲

洞
樹

行
人
繋
続
月
初
堕

行
人
績
を
繋
い
で
月
初
め
て
堕
ち

門
外
野
風
関
白
蓮

門
外
の
野
風

白
蓮
開
く

み
み
わ

露
筋
洞
の
少
女
の
像
は
、
か
わ
せ
み
の
視
の
髪
飾
も
明
珠
の
瑠
も
、

な
お
嘗
時
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
。
夜
明
け
直
前
、
湖
に
た
な
び
く
雲
、

ほ
ζ
・

り

あ

お

と

も

づ

な

桐
の
あ
た
り
の
樹
々
は
、
も
や
よ
り
も
碧
い
。
旅
人
の
私
が
洞
の
近
く
に
績

[
諜
]

を
も
や
う
時
、
月
が
沈
ん
で
よ
う
や
く
夜
が
明
け
た
。
洞
の
門
の
外
に
野
風

が
吹
き
、
白
蓮
の
花
が
庭
女
の
純
潔
さ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
花
聞
い
て

ゆ
く
。

王
漁
洋
は
第
一
匂
か
ら
い
き
な
り
「
翠
羽

筋
肉
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
少
女
像
に
燭
れ
、
そ
れ
で
露
筋
洞
そ
の
も
の
の
描
寓

は
終
わ
り
で
あ
る
。
第
二
匂
以
下
は
、
夜
明
け
前
後
の
洞
の
ま
わ
り
の
空
間
を

色
彩
に
よ
っ
て
描
寓
す
る
。
そ
の
空
間
は
例
に
よ
っ
て
か
す
み
で
藤
腕
化
さ
れ

て
い
て
、
湖
の
上
に
か
か
る
雲
ゃ
、
洞
の
ま
わ
り
に
繁
る
樹
々
の
育
さ
が
、
か

す
み
を
通
し
て
詩
人
の
自
に
入
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
王
漁
洋
以
前
の
詩
に

「
碧
煙
」
と
い
う
表
現
は
数
多
く
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、

明
稽

尚
お
俄
然
た
り
」
と
、
露

「
碧
於
畑
」
は
絶
え

六
八

て
な
い
。
『
唐
賢
三
昧
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
繊
細
な
紳
経
を
持
つ
詩
人
達

も
、
と
乙
ま
で
細
や
か
な
色
彩
感
覚
を
持
ち
あ
わ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

の
詩
で
更
に
き
わ
だ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
月
が
設
し
夜
が
明
け
た
ち
ょ
う
ど
そ

の
時
に
、
朝
霞
の
中
、
白
蓮
の
白
い
花
が
一
つ
一
つ
開
い
て
ゆ
く
と
い
う
清
楚

で
豪
奪
な
色
彩
感
覚
で
あ
る
。
月
が
堕
ち
夜
が
明
け
た
そ
の
瞬
間
の
白
蓮
の

花
、
と
い
う
設
定
は
、
諸
注
が
指
摘
し
、
王
漁
洋
自
ら
も
『
漁
炉
詩
話
』
で
「
正

(ロ)

に
其
の
意
を
擬
」
し
た
と
言
う
よ
う
に
、
晩
唐
の
詩
人
陸
亀
蒙
「
白
蓮
」
詩
か

ら
借
用
し
て
い
る
。

素
描
崎
多
蒙
別
鑑
欺

無此 素
情の自主

花ー多
有異1く
恨 lとと蒙

，b A 

何記白
人 瑠 鑑
か池の
見 le 欺
る在き

る
Jミ

し

此
花
具
合
在
瑠
池

無
情
有
恨
何
人
見

月
白
風
清
欲
堕
時

月
は
白
く
風
は
消
く
附
一
一
ち
ん
と
欲
す
る
時

漁
洋
山
人
は
第
四
句
を
借
り
て
詩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
時
聞
を
設
定
し
、
か

つ
陸
亀
蒙
の
詩
で
は
左
程
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
白
蓮
の
花
の
白
さ
を
、

一「

開

白
蓮
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
白
さ
は
朝
も
や
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
純
粋
さ

を
増
す
の
で
あ
る
。

王
漁
洋
の
色
彩
に
よ
る
空
間
描
局
は
乙
の
「
再
過
露
筋
澗
」
詩
に
い
た
っ
て

極
貼
に
達
し
た
感
が
あ
る
。
以
上
に
引
用
し
た
い
く
つ
か
の
詩
で
は
、
王
漁
洋

は
「
煙
」
で
藤
脱
化
さ
れ
た
眼
前
の
空
間
を
、
専
ら
色
彩
に
よ
っ
て
描
潟
し



た
。
そ
れ
ら
の
色
彩
は
互
い
に
封
比
さ
れ
、
か
っ
「
煙
」
が
加
わ
る
乙
と
に
よ

っ
て
、
封
比
は
繊
細
K
巧
鰍
に
な
っ
て
い
る
。
と
れ
ら
の
詩
で
描
官
局
さ
れ
た
空

間
は
漁
洋
山
人
自
身
が
選
揮
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
す
で
に
他
人
に
選
揮

さ
れ
描
か
れ
た
「
煙
」
た
な
び
く
給
重
の
空
間
を
、
王
漁
洋
は
ど
の
よ
う
な
技

法
で
詠
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
乙
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

ニーニ

繍
童
に
題
し
た
詩
に
於
け
る
「
煙
」
と
空
間
描
寓

王
漁
洋
が
給
護
に
題
し
た
詩
は
大
雑
把
に
言
っ
て
二
つ
に
分
け
る
乙
と
が
で

き
る
。
第
一
は
給
壷
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
一
つ
一
つ
丹
念
に
叙
述
し
て
い

乙
う
と
す
る
詩
(
多
く
は
古
詩
)
で
あ
り
、
第
二
は
短
い
詩
の
中
で
給
重
か
ら

選
探
し
た
諸
要
素
を
、
集
中
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
乙
こ
で

は
も
ち
ろ
ん
後
者
を
論
ず
る
。

題
組
澄
霊

姻
柳
南
朝
寺

畑
初日

南
朝
の
寺

風
花
建
業
城

風
花

建
業
城

年
年
春
蚕
臼

年
年

春
蚕
く
る
の
日

玉
笛
喚
愁
生

愁
を
喚
び
生
ぜ
し
む

玉
笛

[
誇
]

も
や
が
か
っ
た
柳
は
南
朝
以
来
の
古
寺
に
し
だ
れ
か
か
り
、
風
に
散

っ
た
花
は
南
京
の
市
街
を
う
ず
め
つ
く
す
。
毎
年
今
頃
の
晩
春
の
時
節
に
聞

く
笛
の
音
は
、
私
の
心
に
愁
を
よ
び
お
こ
す
。

王
漁
洋
は
乙
の
「
煙
」
の
か
か
っ
た
檎
童
の
色
彩
感
覚
を
「
風
花
建
業
城
」
の

王

漁

洋

詩

論

一
句
で
表
現
し
て
い
る
が
、
先
に
引
い
た
詩
に
比
較
し
た
時
、
そ
う
紳
経
を
使

っ
た
表
現
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
乙
の
「
題
越
澄
釜
」
詩
で
注
目
さ
る
べ
き

(日〉
『
漁
洋
山
人

は
、
後
半
の
二
匂
を
つ
い
や
し
て
う
た
わ
れ
る
笛
の
音
で
あ
る
。

精
華
録
舎
心
偶
筆
』
は
乙
の
詩
に
つ
い
て
次
の
様
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
「
柳

寺
、
花
城
、
人
の
玉
笛
を
吹
く
は
、
皆
な
童
中
の
景
象
な
り
。
手
づ
か
ら
室
景

を
寓
し
、
却
て
是
れ
自
ら
襟
懐
を
持
ぶ
。
妙
は
一
喚
字
の
能
く
室
中
の
笛
撃
を

待
出
す
る
に
在
り
。
定
め
て
是
れ
落
梅
折
柳
の
曲
な
ら
ん
。
」
こ
の
記
述
の
通
り

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
給
の
中
に
は
質
際
に
笛
吹
く
人
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
吹
か
れ
た
曲
が
「
落
梅
折
柳
の
曲
」
で
あ
っ
た
か
否
か
な
ど
知
っ
た

乙
と
で
は
な
い
が
、

『
漁
洋
山
人
精
華
録
舎
心
偶
筆
』
の
筆
者
伊
臆
鼎
も
、
乙

の
詩
に
於
け
る
「
笛
聾
」
の
重
要
性
に
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
維
や
孟

浩
然
は
、
槍
査
に
題
し
た
詩
を
残
し
て
い
な
い
の
で
比
較
の
封
象
に
は
な
ら
な

い
が
、
例
え
ば
蘇
東
坂
の
題
査
の
詩
に
は
、
筆
中
の
音
撃
を
詩
に
う
た
い
乙
む

と
い
う
技
法
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
主
漁
洋
は
乙
の
様
な
技
法
の
後
見

者
、
少
く
と
も
殻
展
者
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
檎
蓋
の
中
の
音
撃
を
と
り
あ
げ
て

給
董
の
空
間
を
描
寓
す
る
技
法
を
詩
人
は
他
の
詩
で
も
使
っ
て
い
る
。

焚
折
蓋

蔵
荻
無
花
秋
水
長

産
荻
花
無
く

秋
水
長
し

淡
雲
微
雨
似
繍
湘

徴
雨

繍
湘
に
似
た
り

淡
雲

雁
聾
揺
落
孤
舟
遠

格
落

孤
舟
遠
し

雁
聾

六
九



何
慮
青
山
是
岳
陽

何
慮
の
青
山

是
れ
岳
陽

[
誇
]

麗
・
荻
の
花
は
散
り
果
て
て
、
秋
の
川
は
彼
方
ま
で
績
い
て
い
る
。

う
す
ぐ
も
り
の
空
に
、
乙
ま
か
な
雨
が
そ
ぼ
降
る
風
景
は
、
漏
水
・
湘
水
の

合
す
る
沿
岸
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。
草
木
が
衰
落
し
た
晩
秋
の
荒
謬
と
し
た

風
景
の
中
、
雁
の
鳴
く
音
が
ひ
び
き
、
流
れ
に
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
浮
か
ぶ
舟

は
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
い
っ
た
い
ど
の
山
の
あ
た
り
が
岳
陽
で
あ
ろ

う
か
。

「
麓
荻
花
無
く

秋
水
長
し
」
と
い
う
第
一
勾
か
ら
す
る
と
、
王
漁
洋
は
こ
の

詩
で
は
比
較
的
査
に
即
し
て
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
匂
で
は

「
微
雨
」

U

「
煙
」
が
給
の
空
間
を
覆
っ
て
い
る
と
と
が
言
わ
れ
、
第
三
勾
に

至
っ
て
「
雁
聾
」
の
登
場
を
み
る
。
乙
の
「
雁
聾
」
は
王
漁
洋
の
詩
に
オ
プ
セ

ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
が
、
乙
乙
で
は
「
揺
落
」
と
と

も
に
詩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
『
漁
洋
山
人
精
華
録

舎
心
偶
筆
』
も
、

「
何
慮
の
青
山
是
れ
岳
楊
」
と
あ
る
も
の
の
、
先
の
「
青
山
」
詩
と
は
異
な

っ
て
、
あ
ま
り
山
の
青
さ
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
乙
の
詩
全
鰻
か
ら
受
け
る

印
象
は
む
し
ろ
単
色
的
で
あ
る
。
王
漁
洋
の
趣
向
は
、
「
厩
整
」
と
い
う
絵
重

に
か
き
こ
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
要
素
を
つ
け
加
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
「
揺
落
」

「
三
匂
は
家
落
の
情
を
極
め
」
と
言
っ
て
い
る
。
第
四
句
に

と
い
う
給
査
か
ら
得
た
印
象
を
援
大
・
増
幅
す
る
乙
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
度
「
笛
聾
」
を
と
り
あ
げ
た
詩
を
引
乙
う
。

七
O 

亡
名
氏
董

藍
荻
粛
粛
山
気
陰

警襲
吹粛
き粛
イ乍なと
すし
蒼て
龍山
吟気

陰
Tこ
り

横
笛
吹
作
蒼
龍
吟

一
撃
入
破
鍛
皆
裂

一
撃
入
破
し
て
餓
皆
な
裂
く

血
苧
世
無
人
知
我
心
世
を
奉
げ
て
人
の
我
が
心
を
知
る
無
し

[
誇
]
藍
・
荻
は
さ
び
し
げ
に
、
山
の
あ
た
り
の
空
間
は
お
ぼ
ろ
に
く
も
っ

て
い
る
。
横
笛
を
手
に
し
た
人
が
、
蒼
龍
の
鳴
き
抑
留
と
同
じ
よ
う
な
音
で
演

奏
を
す
る
。
曲
が
佳
境
に
は
い
る
と
、
た
だ
の
一
吹
き
で
織
の
様
に
固
い
笛

も
裂
け
て
し
ま
う
。
あ
あ
、
乙
の
世
の
中
に
は
私
の
心
を
知
っ
て
く
れ
る
者

み
」
眠
、
A

噌

4

3

0

'
h
a
u
w
J
J
'
u
v
 

檎
の
蹴
覚
的
な
描
寓
は
第
一
匂
で
意
き
て
い
る
。

「
瑳
荻
粛
粛
」
と
あ
る
か
ら

に
は
、
季
節
は
晩
秋
で
あ
る
。

「
山
気
陰
」
の
「
山
気
」
は
、
お
そ
ら
く
山
に

た
ち
の
ぼ
る
も
や
・
ガ
ス
だ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
そ
の
も
や
に
よ
っ
て
総
重
に

描
か
れ
た
山
の
あ
た
り
の
空
間
は
銭
脱
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
乙
と
を

第
一
句
で
言
っ
た
上
、
王
漁
洋
は
ま
た
も
や
「
笛
撃
」
を
と
り
あ
げ
、
第
二
句

-
第
三
句
で
集
中
的
に
記
述
す
る
。

「
蒼
龍
吟
」

議
泊
江
口
問
笛
寄
家
兄
西
様
」
詩
で

ご
聾
入
破
銭
皆
裂
」
は
と

も
に
漁
洋
山
人
愛
好
の
典
故
で
あ
り
、

も
使
わ
れ
て
お
り
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
い
さ
さ
か
常
套
的
と
言
え
な
く
も
な

い
。
し
か
し
、
「
煙
」
に
よ
っ
て
嬢
腿
化
さ
れ
た
給
量
の
空
間
を
癒
費
に
よ
っ

て
描
寓
し
よ
う
と
す
る
詩
人
の
技
法
は
、
乙
の
詩
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。



「
給
重
に
題
す
る
詩
は
必
ず
し
も
給
重
に
即
し
て
作
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
」

と
い
う
喬
畑
南
先
生
の
言
葉
の
様
に
、
王
漁
洋
は
こ
れ
ら
の
詩
で
給
童
の
中
に

描
か
れ
た
事
物
を
視
覚
的
に
一
つ
一
つ
紋
越
す
る
と
と
は
せ
ず
に
、
釣
象
を
し

ぼ
っ
た
上
で
仮
空
の
要
素
で
あ
る
聴
覚
を
重
ね
あ
わ
せ
て
給
重
の
空
間
を
描
寓

す
る
の
で
あ
る
。
二
ー
一
に
於
け
る
描
寓
の
技
法
を
今
綴
り
に
、

(
A
)
 

「
空
間
の
藤
脱
化
↓
色
彩
感
魔
に
よ
る
描
寓
」

一
一
|
こ
に
於
け
る
描
篤
の
技
法
を
、

(B) 

「
空
間
の
駿
鹿
化
↓
蕗
賓
に
よ
る
描
篤
」

と
名
附
け
る
な
ら
ば
、
「
卸
目
」
の
詩
に
於
い
て
も

(B)
の
技
法
は
見
い
だ
せ

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は

(
C
)

「
空
間
の
藤
擁
化
↓
色
彩
感
受
十
際
費
に
よ
る
描
寓
」

と
い
う
よ
う
な
技
法
は
見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
一
|
三
、
再
び
即
自
の
詩
に
於
け
る
「
煙
」
と
空
間
描
寓
に
つ
い
て

技
法
(
B
)
を
使
っ
た
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
様
な
詩
を
奉
げ
る
と
と

が
で
き
る
。

郎
目

蒼
蒼
遠
姻
起

蒼
蒼

遠
姻
起
乙
り

械
械
疎
林
響

械
械

疎
林
蜘
甘
く

落
日
隠
西
山

落
日

西
山
に
隠
れ

人
耕
古
原
上

人
は
耕
す
古
原
の
上

王

漁

洋

詩

論

[
誇
]

青
い
も
や
が
遠
く
の
方
に
立
ち
の
ぼ
り
、
さ
く
さ
く
と
木
の
葉
の
落

ち
る
音
が
、
ま
ば
ら
な
林
に
ひ
び
く
。
夕
日
は
西
の
山
に
隠
れ
て
、
人
は
古

い
歴
史
を
持
つ
高
原
で
耕
や
す
。

速
く
に
あ
が
る
う
す
青
い
も
や
で
乙
の
詩
の
空
間
は
藤
脱
化
さ
れ
て
い
る
。
時

間
の
指
定
は
夕
暮
れ
時
分
、
あ
た
り
も
う
す
ぐ
ら
く
な
り
か
け
て
い
る
。
王
漁

洋
は
こ
の
よ
う
な
空
間
の
中
に
、
「
古
原
の
上
」
で
耕
す
農
夫
を
見
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
檎
査
の
中
の
人
の
よ
う
に
静
的
で
あ
り
、
殆
ん
ど
現
質

(
時
)

感
を
持
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
「
古
原
」
に
は
李
商
隠
「
柴
遊
原
」
詩
に
於

け
る
「
古
原
」
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
「
人
耕
古
原
上
」
と
い
う
結
句
そ
の
も
の

(
市
山
)

が
晩
唐
の
詩
人
雀
塗
の
「
タ
次
洛
陽
道
中
」
詩
の
「
高
樹
鳥
は

E
K尉
み
、
古

原
人
は
尚
お
耕
や
す
」
の
借
用
で
あ
る
。

「
卸
目
」
な
る
題
は
つ
い
て
い
る
も

の
の
、
漁
洋
山
人
は
自
に
鰯
れ
た
景
物
を
典
故
の
中
に
と
か
し
ζ

み
、
あ
る
い

は
典
故
を
還
し
て
景
物
を
見
て
お
り
、
直
接
的
な
描
寓
を
行
な
っ
て
い
な
い
。

ま
た
「
古
原
人
尚
耕
」
H
V

「
人
耕
吉
原
上
」
と
い
う
表
現
の
組
み
替
え
も
、
特

に
新
し
い
趣
向
が
附
け
加
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
乙
の
援
艇
と
し
た
空

聞
に
於
い
て
無
媒
介
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
木
の
葉
の
落
ち
る
音
で
あ
る
。

疎
林
響
く
」
は
い
わ
ゆ
る
白
描
で
あ
っ
て
、
こ
の
詩
の
リ
ア
リ
テ
ィ

「
械
械

を
一
身
に
さ
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
械
械
」
と
い
う
木
の
葉
の
落
ち
る
音

が
賓
際
に
詩
人
の
耳
に
聞
え
た
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
王
漁
洋
は
「
械

「
疎
林
響
」
に
よ
っ
て
秋
の
荒
涼
と
し
た
自
然
を
集
中
的
に
遁
確
に
描
窯

械
Lー

七



し
て
い
る
。

漁
洋
山
人
は
、
乙
の
詩
で
は
空
聞
に
ひ
び
く
音
撃
た
だ
一
つ
を
と
り
だ
す
乙

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
間
の
静
寂
さ
を
強
調
し
て
い
る
が
、
逆
に
連
作
の
か
た

ち
を
と
っ
て
詩
の
空
間
に
た
だ
よ
う
す
べ
て
の
音
撃
を
う
た
い
こ
む
乙
と
に
よ

り
、
空
間
描
宮
内
を
し
て
い
る
作
品
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
先
に
名
前
を
出
し
た

「
夜
泊
江
口
聞
笛
寄
家
兄
西
樵
」
詩
四
首
で
あ
る
。
そ
の
第
二
首
で
、

霜
落
吹
尭
笛

姻
深
間
夜
漁

霜
落
ち
て
売
笛
を
吹
き

姻
深
く
し
て
夜
漁
を
聞
く

と
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、
四
首
の
詩
に
描
官
付
さ
れ
る
空
間
に
は
夜
霧
が
た
ち

乙
め
、
た
だ
で
さ
え
遠
目
の
き
か
な
い
空
間
を
さ
ら
に
援
臆
化
し
て
い
る
。
た

だ
し
同
箇
慮
に
「
揚
子
江
頭
の
月
、
流
光
千
皇
の
鈴
」
と
あ
る
よ
う
に
、
月

は
か
な
り
明
る
い
。
こ
の
よ
う
な
傑
件
の
も
と
、
詩
人
は
聴
覚
に
も
っ
ぱ
ら
依

半
夜
蒼
龍
吟

接
し
て
空
間
を
描
局
す
る
。
次
に
第
三
首
を
拳
げ
る
。

主

能
傷
楚
客
心

離
人
歌
水
調

清
怨
激
楓
林

佑
般
不
能
義

江
波
此
夕
深

夜
寒
沙
雁
起

能
く
楚

水客 蒼
調の龍

義心の
を吟

い傷Z
る

離
人

清
怨

楓
林
に
激
し

佑
舶

脅
す
る
能
わ
ず

夜
寒
く
し比
ての
沙タ
雁深
起たし
つ

江
波

七

緩
紗
と
し
て
覚
に
尋
ね
難
し

[
誇
]
夜
中
に
間
く
笛
の
音
。
楚
の
た
び
び
と
の
心
を
千
々
に
凱
す
。
旅
人

が
水
調
を
歌
う
と
、
そ
の
き
よ
ら
な
う
ら
み
の
調
べ
は
楓
林
に
ひ
び
き
わ
た

緩
紗
寛
難
尋

る
。
商
人
の
舶
は
出
後
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
今
夜
揚
子
江
の
波
が
た
い

へ
ん
高
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
め
た
い
夜
気
の
中
、
中
州
に
い
る
雁
が
と
び
た

っ
。
空
間
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
、
と
う
と
う
そ
の
姿
を
と
ら
え
る
乙
と

は
で
き
な
か
っ
た
。

「
夜
泊
江
口
問
笛
寄
家
兄
西
樵
」
と
い
う
詩
題
か

3

り
し
て
、

う
た
わ
れ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
が
、
乙
の
詩
で
は
「
笛
繋
」
の
他
に
、

「
笛
繋
」
が
詩
で

笛
に
あ
わ
せ
て
旅
人
が
吟
ず
る
「
水
調
」
の
し
ら
ベ
、
雁
の
柄
引
音
(
も
し
く
は

鳴
き
音
)
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
煩
を
厭
う
て
奉
げ
な
か
っ
た
が
、
第
一
首
で

は
「
笛
建
」
、
第
二
首
で
は
「
笛
撃
」
と
「
夜
漁
」
の
様
々
な
物
音
、
第
四
首

で
は
例
の
曲
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
と
織
の
様
に
固
い
笛
が
裂
け
る
と

い
う
典
故
を
使
っ
て
や
は
り
「
笛
麓
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
四
首
の
連
作
を

通
じ
て
漁
洋
山
人
は
「
煙
」
に
よ
っ
て
陵
脱
化
さ
れ
た
空
聞
に
存
在
す
る
立
目
撃

を
丹
念
に
つ
か
ま
え
、
残
り
な
く
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
の
描
寓
を
行

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
題
査
の
詩
に
於
け
る
空
間
描
篤
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。

技
法
(
C
)
の
例
と
し
て
は
、
次
の
様
な
作
品
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
上

呉
頭
楚
尾
路
如
何

路
日
山
間
川

呉
頭

楚
尾



姻
雨
秋
深
暗
白
波

晩
詮
寒
潮
渡
江
去

晩
i乙
寒
潮秋
を深
量生裁 く
いし
てて
江白
を波
渡暗
りし
去
る

姻
雨

満
林
黄
葉
雁
撃
多

満
林
の
黄
葉

雁
幾
多
し

[誇〕

南
京
あ
た
り
の
旅
程
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
煙
」
の
よ
う
に
細
か

な
雨
が
降
り
、
秋
は
た
け
な
わ
、
揚
子
江
の
白
波
も
う
す
暗
く
て
よ
く
わ
か

ら
な
い
。
夕
方
寒
潮
を
利
用
し
て
揚
子
江
を
渡
っ
て
ゆ
く
と
、
林
の
樹
々
は

一
面
に
黄
葉
し
、
雁
の
鳴
く
撃
が
し
き
り
に
す
る
。

文
化
大
革
命
以
前
に
出
版
さ
れ
た
『
中
園
文
撃
史
』

(
北
京
大
事
中
文
系
文
事

(
口
)

「
藤
廠
暗
淡
の

専
門
化
一
九
五
五
級
集
健
編
著
)
で
は
こ
の
詩
を
批
評
し
て
、

滋
味
と
曲
折
繊
巧
の
手
法
を
除
け
ば
、
い
っ
た
い
他
に
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」

と
言
っ
て
い
る
が
、
け
だ
し
至
言
で
あ
る
。
「
姻
雨
」
に
よ
っ
て
藤
騰
化
さ
れ

た
空
間
に
於
い
て
手
近
に
見
え
る
は
ず
の
「
白
波
」
も
「
暗
」
く
て
よ
く
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
あ
と
は
「
煩
」
の
な
か
に
浮
び
上
が
る
林
の
徳
鐙
の
色

彩
と
し
て
の
「
黄
」
と
、
耳
を
打
つ
よ
う
な
屋
倒
的
な
数
の
雁
の
鳴
き
穫
と
に

よ
っ
て
、
乙
の
空
間
の
自
然
描
駕
は
選
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
色
彩
感
覚
と
聴

質
の
く
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
空
間
描
寓
を
行
な
う
技
法
(
C
)
は
「
寄
蒲
澗
範

公
」
詩
で
も

泉
聾
微
雨
裏

炉つ
ψ

。

微
雨
の
裏

泉
聾

江
色
夕
陽
時

江
色

夕
陽
の
時

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
泉
の
「
撃
」
と
江
の
「
色
」
が
封
し
て

王

漁

洋

詩

論

い
て
、
漁
洋
山
人
が
色
彩
感
究
と
捺
究
と
を
一
つ
の
範
鴫
と
し
て
と
ら
え
て
い

た
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
空
間
描
寓
が
い
さ
さ
か
虚
構
的

(
凶
)

・
人
工
的
で
あ
る
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
。
彼
自
身
『
池
北
偶
談
』
で
玉
維
が

雪
と
芭
蕉
を
い
っ
し
ょ
に
描
い
て
い
る
と
と
を
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

が
逆
に
考
え
れ
ば
、
詩
人
に
と
っ
て
詩
の
中
に
描
勾
さ
れ
る
自
然
が
虚
構
で
あ

る
こ
と
は
、
自
覚
せ
ざ
る
前
提
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
自
然
空
間
の
描
篤
が
結
果
と
し
て
虚
構
で
あ
る
か
否
か
で
な

く
、
虚
構
の
あ
り
方
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
市
を
例
に
と
れ
ば
、

重
露
成
泊
滴

重
な
れ
る
露
は
凋
滴
と
な
り

稀
星
乍
有
無

稀
ら
な
る
星
の
乍
ち
有
り
て
ま
た
無
し

(
「
倦
夜
」
詩
)

「
露
は
葉
末
に
あ
つ
ま
っ
て
流
れ
務
ち
ょ
う
と
し
、
月
光
の
海
時
っ
か
ぶ
星
く

ず
は
、
月
の
軌
道
の
移
り
進
む
に
つ
れ
て
、
或
い
は
消
え
、
或
い
は
か
す
か
に

ま
ば
た
く
o
」
(
『
吾
川
幸
次
郎
全
集
』
各
十
二
『
倦
夜
』
)
乙
れ
は
社
甫
の
虚
構

的
な
自
然
描
%
で
あ
る
。
顕
微
鏡
的
・
微
制
的
な
観
察
か
ら
、
ひ
と
い
き
に
天

上
に
ま
た
た
く
星
へ
と
飛
淘
す
る
脱
線
。
社
甫
の
自
然
空
間
に
封
す
る
描
寓

は
、
な
に
よ
り
も
欄
費
l
熟
噸
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
る
。

「
倦
夜
」
詩
に
あ

ら
わ
れ
た
様
な
空
間
描
潟
は
漁
洋
山
人
の
詩
、
特
に
「
煙
」
の
詩
に
は
絶
無
で

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

七



乙
れ
ま
で
見
て
き
た
様
花
、
王
漁
洋
は
『
唐
賢
三
昧
集
』
の
詩
人
、
特
に
主

維
の
雫
陶
描
篤
の
技
法
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
技
法
を
「
煙
」
で
陵
際
化
さ
れ

た
空
聞
に
ほ
ど
と
す
と
と
に
よ
っ
て
、
蹴
賓
と
り
わ
け
も
の
の
フ
ォ
ル
ム
を
熟

親
す
る
従
来
の
空
間
描
篤
の
定
型
か
ら
切
り
離
し
て
純
粋
培
養
を
試
み
た
の
で

あ
っ
た
。

王
漁
洋
詩
が
持
つ
文
皐
史
的
意
義
の
検
討

後
述
す
る
よ
う
に
、
あ
る
年
齢
に
達
し
た
後
は
、
王
漁
洋
は
「
煙
」
漂
う
自

然
詩
を
作
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
乙
の
ζ

と
か
ら
も
彼
が
い
か
に
無
理
を
し

て
乙
れ
ら
一
連
の
詩
を
書
い
て
い
た
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
煙
」
の
詩

に
於
け
る
空
間
描
寓
が
虚
構
的
・
人
工
的
な
印
象
を
讃
者
に
奥
え
る
理
由
も
納

得
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
王
漁
洋
の
こ
の
様
な
試
み
は
ど
ん
な
文
撃

史
的
意
義
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
園
の
古
典
詩
は
、
全
盛
期
と
さ
れ
る
唐
代
と
、
別
の
可
能
性
を
採
っ
た
宋

代
と
で
す
で
に
完
結
し
た
も
の
と
普
通
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
明
代
以
後

は
、
と
の
二
つ
の
朝
代
の
詩
風
の
い
づ
れ
か
を
規
範
と
し
て
詩
を
作
る
流
派

と
、
で
き
る
だ
け
自
由
奔
放
に
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
流
派
と
の
交
替
の
歴
史
で

あ
る
。
具
健
的
に
は
盛
唐
の
詩
、
特
に
社
甫
の
詩
を
紹
封
的
な
規
範
と
し
た
李

夢
陽
等
の
「
前
後
七
子
」
と
、
彼
等
を
批
判
し
平
易
自
由
な
表
現
を
目
指
し
た

「
公
安
派
」
、

同
じ
く
「
前
後
七
子
」
を
批
判
し
奇
抜
な
着
想
を
好
ん
だ
「
寛

七
四

陵
派
」
の
封
立
で
あ
る
。
銭
謙
益
を
中
心
と
す
る
明
末
清
初
の
批
評
家
遣
は
、

前
者
を
寧
な
る
模
倣
剰
窃
で
あ
り
、
作
品
は
千
篇
一
律
と
弾
劾
し
、
後
者
|
特

に
「
寛
陵
派
」
の
方
ー
を
「
亡
園
の
音
」
す
な
わ
ち
明
朝
滅
亡
の
預
兆
と
な
っ

た
と
決
め
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
漁
洋
山
人
は
乙
の
封
立
論
字
以
後
に
生
を
享

け
た
詩
人
と
し
て
き
わ
め
て
慎
重
な
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
乙
で
彼
が
選
び
得
た
唯
だ
一
つ
の
道
は
、
古
典
詩
の
粋
を
破
る
乙
と
な

く
、
し
か
も
過
去
の
作
品
に
似
な
い
詩
を
書
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
(
そ
の
結
果
自
分
自
身
の
作
口
聞
に
似
て
し
ま
っ
た
の
は
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
で
あ
っ
た
。
)
目
で
物
を
熟
翻
・
凝
-
嗣
し
て
詩
を
書
い
た
瞬
間
に
誰
か
の

作
品
に
類
似
し
て
し
ま
う
こ
と
を
王
漁
洋
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
次
の
詩
に
於

い
て
こ
の
事
を
検
設
し
て
お
乙
う
。

朝
天
峡

怠
wzuhjh

朝
登
嘉
陵
舟
朝
に
登
る
嘉
陵
の
舟

日
出
美
水
赤

日
出
で
て
発
水
赤
し

履
険
倦
し
馬

次Z険
l乙 を
自p~ 履
るみ
も て
亦 鞍
た馬
稽 lζ
遁倦
た き
り

郎
次
亦
稽
逼

突耽
見難
巨隻
霊峡
妬来

突E耽
lと..難
巨
霊
の
妬
を
見
る

融
支
峡
来
た
り

薪
巌
無
寸
膚

薪
巌

量豊 寸
繭庸
属千無
るく

青
冥
属
隻
爾

青
冥



陰
崖
積
能
娩

跳
波
畏
鯨
郷

往
往
厭
人
頂

骸
止
欲
崩
石

洞
穴
峡
半
開

兵
気
倫
狼
籍

蛇
家
擦
成
都

置
戊
嘗
険
阻

至
今
三
十
年

白
骨
満
梓
益

流
民
近
柏
崎

陰
崖

鯨龍
の腕
郷Zを
る積
をみ
畏
る

跳
波

此往
れ往
iζ 
骸E人
きの
て頂
石き
をを
崩厭
れし
ん
と
欲
す

洞
穴

峡
は
半
、
は
開
き

兵
気

品
開
お
狼
籍
た
り

蛇
家

成
都
に
操
り

成
を
置
き
て
険
陀
に
嘗
つ

今
に
至
る
ま
で
三
十
年

白
骨
は
梓
益
に
満
つ

流
民
は
近
ご
ろ
精
や
鼠
り

舎天
見意
賓厭
虚兵
人革

舎2天
ま)ま
賓
慮兵
の革
人を
に厭
見主う
つ

焼
舎
開
碕
碕

懐
慨
一
拘
舷

浩
歌
感
今
昔

風
便
蒙
州
城

だ
だ
波
溝
白

舎
を
焼
き
て
碕
碕
を
聞
く
(
と
い
う
)

懐
慨
し
て
一
た
び
舷
を
如
き

嵐 i告
は歌
便し
なて
り今
禦昔
州 lと
の感
域Eず

王
漁
洋
は
乙
の
詩
で
眼
前
の
事
物
を
主
に
視
覚
に
よ
っ
て
丹
念
に
描
篤
し
、
「
駄

法
廷

波
祷
白
し

難

隻
峡
来
た
り
、
突
に
巨
震
の
妬
を
見
る
」
の
よ
う
に
非
常
に
素
朴
な
、
覗

王

漁

洋

詩

論

質
的
な
比
聡
を
使
っ
て
い
る
。
お
ま
け
に
後
半
か
ら
は
柄
に
も
な
く
無
骨
な
枇

舎
的
妥
言
を
行
な
っ
て
お
り
、
杜
甫
の
詩
業
を
意
識
し
て
こ
れ
を
書
い
て
い
る

の
は
ま
ず
間
違
い
の
な
い
と
乙
ろ
だ
。
乾
隆
朝
の
詩
人
で
「
前
後
七
子
」
の
後

(
却
)

継
者
を
自
任
し
て
い
た
沈
徳
潜
は
そ
の
著
『
園
朝
詩
別
裁
集
』
に
乙
の
詩
を
牧

「
漁
洋
五
言
、
倶
に
選
す
る
所
の

録
し
、
次
の
よ
う
な
評
語
を
加
え
て
い
る
。

唐
賢
三
昧
一
格
に
近
く
、
圏
黙
を
着
け
ざ
る
を
以
て
主
と
鋳
す
。
所
謂
鈴
羊
の

角
を
掛
く
れ
ば
、
越
の
求
む
る
可
き
無
き
も
の
是
れ
な
り
。
然
れ
ど
も
乙
れ
を

善
く
聞
学
ば
ざ
れ
は
、
平
庸
の
漸
を
開
き
易
し
。
粗
鋼
り
萄
に
入
り
て
の
五
言
は
、

倶
K
少
陵
の
秦
州
を
穫
し
て
よ
り
後
の
諾
詩
を
宗
仰
し
、
能
く
山
川
の
奇
険
を

す

欣
す
。
愚
は
故
に
彼
を
舎
て
此
れ
を
取
る
。
」
乙
こ
で
は
沈
徳
潜
は
王
漁
洋
の

五
音
口
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
唐
賢
三
昧
一
格
」
と
杜
甫
的

な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
詩
と
い
う
分
類
は
、
王
漁
洋
の
詩
一
般
に
も
あ
て
は
め
る
ζ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
沈
氏
は
極
め
て
明
確
に
選
揮
の
基
準
を
確
立
し
、
乙

の
分
類
を
漁
洋
山
人
の
詩
全
健
に
あ
て
は
め
、
前
者
を
排
除
し
後
者
ば
か
り
と

っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
王
漁
洋
は
沈
氏
に
よ
っ
て
杜
甫
を
模
擬
し

て
い
る
こ
と
を
あ
っ
さ
り
指
摘
さ
れ
、
そ
の
上
「
朝
天
峡
」
詩
の
よ
う
な
作
品

を、

「
唐
賢
三
昧
一
格
」
す
な
わ
ち
「
煙
」
を
漂
わ
せ
た
自
然
詩
よ
り
も
高
く

評
債
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
何
と
い
う
皮
肉
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
漁
洋
山

人
も
し
泉
下
に
知
る
有
ら
ば
、
決
し
て
大
人
気
な
く
腹
を
立
て
た
り
は
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
詩
風
の
幅
庚
さ
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
詩
人

七
五



の
一
つ
の
詮
明
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
喜
ん
だ
で
あ
ろ
う
乙
と
は
疑
い
な
い
。

漁
洋
山
人
は
杜
甫
を
意
識
し
て
詩
作
以
外
に
も
、
中
年
以
後
は
宋
詩
風
の
作
品

も
も
の
に
し
、
ま
た
一
元
詩
の
再
評
債
を
行
う
な
ど
、
ま
さ
に
中
国
詩
史
の
デ
パ

ー
ト
の
感
も
あ
る
が
、
彼
の
本
領
が
「
唐
賢
三
味
一
格
」
に
在
り
、
乙
の
ジ
ャ

ン
ル
で
最
も
秀
れ
た
作
品
を
書
い
た
乙
と
は
俄
然
た
る
事
賞
で
あ
る
。

四

王
漁
洋
の
詩
業
の
軌
跡

何
度
か
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
二
章
で
詳
し
く
論
じ
た
「
煙
」
漂

(
紅
)

う
一
群
の
詩
は
、
決
し
て
あ
る
批
評
家
が
言
う
よ
う
に
「
偶
然
書
か
ん
と
欲
」

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
彼
自
身
の
慎
重
な
計
算
、
設
計
の
下

に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
意
味
に
於
い
て
、
彼
を
高
い
天
分
を
持

っ
た
詩
人
と
よ
ぷ
乙
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
王
漁
洋
は
そ
の
長
い

生
涯
の
中
で
た
だ
二
回
だ
け
本
物
の
詩
人
に
な
っ
た
幸
福
な
瞬
間
を
も
つ
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
第
一
回
目
は
順
治
十
三
年
(
一
六
五
六
)
彼
が
二
十
三

歳
の
時
で
あ
る
。

筒
雁

繰
紗
涼
天
敷
雁
鳴

繰
紗
た
る
涼
天

数
雁
鳴
く

幾
家
砧
杵
起
秋
聾

幾
家
の
砧
杵

秋
聾
起
乙
る

懐
人
江
上
楓
初
落

人
を
江
上
に
懐
え
ば
楓
は
初
め
て
落
ち

臥
病
空
堂
雨
易
成

病
に
空
堂
に
臥
せ
ば
雨
は
成
り
易
し

七
六

尺
素
経
時
常
北
望

際主時
みを
無経へ
くて
しは
て常
且 l乙
つ北
南望
征し
す

尺
素

暮
雲
無
際
旦
南
征

暮
雲

況
湘
一
帯
多
兵
甲

況
湘

平静

兵
甲
多
し

莫
動
高
楼
少
婦
情

動
か
す
乙
と
莫
か
れ
高
楼
少
婦
の
情

[
誇
]

は
る
か
彼
方
ま
で
繍
く
寒
空
に
数
視
の
雁
が
鳴
き
な
が
ら
飛
び
、
何

軒
も
の
家
か
ら
秋
の
盤
で
あ
る
キ
ヌ
タ
の
音
が
響
い
て
く
る
。
揚
子
江
の
ほ

と
り
で
人
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
と
楓
の
葉
が
初
め
て
は
ら
り
と
落
ち
、
座

敷
で
た
っ
た
一
人
病
に
ふ
せ
っ
て
い
る
と
外
は
雨
に
な
り
が
ち
だ
。
手
紙
が

長
ら
く
絶
え
て
い
る
の
で
い
つ
も
北
の
方
角
ば
か
り
の
ぞ
み
、
暮
方
の
雲
は

際
限
な
し
に
庚
が
り
な
が
ら
も
南
に
向
か
う
よ
う
に
思
え
る
。
況
水
と
湘
水

の
一
帯
は
今
猶
お
戟
乱
が
績
い
て
い
る
。
雁
の
鳴
き
聾
よ
、
高
楼
に
立
ち
夫

の
蹄
り
を
待
つ
若
妻
の
心
を
か
き
飢
し
で
は
な
ら
な
い
。

こ
の
時
詩
人
は
山
東
省
薬
州
府
準
教
授
を
し
て
い
た
兄
の
王
土
糠
を
訪
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、

「
揚
子
江
の
ほ
と
り
で
人
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
」
と
い
う

設
定
自
鰻
が
完
全
な
虚
構
で
あ
る
。
王
漁
洋
は
「
雨
」
が
そ
ぼ
降
る
空
間
を
見

さ
え
も
し
な
い
。
病
気
|
き
っ
と
風
邪
程
度
の
騒
い
も
の
ー
に
か
か
り
、
室
内

に
仰
臥
し
て
ま
わ
り
の
空
聞
に
や
わ
ら
か
く
包
ま
れ
る
感
覚
に
ひ
た
り
き
っ
て

い
る
。
乙
の
姿
勢
を
と
る
彼
の
耳
に
響
い
て
く
る
の
は
雁
の
鳴
き
撃
と
砧
を
打

つ
音
だ
け
。
以
上
の
要
素
だ
け
で
こ
の
詩
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
と
し
た

ら
、
と
俵
定
す
る
の
は
酷
で
あ
ろ
う
か
。
ま
だ
若
か
っ
た
彼
は
雁
の
鳴
き
撃
と



砧
の
音
と
を
即
座
に
李
臼
の
表
夜
呉
歌
」
(
其
三
)
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
。

長
安
一
片
月

長
安

一
片
の
月

高
戸
捧
衣
聾

世
田
同
一
戸

衣
を
鰭
つ
の
撃

秋
風
吹
不
意

秋
風

吹
い
て
盛
き
ず

線
是
玉
関
情

総
べ
て
是
れ
玉
闘
の
情

何
日
平
胡
虜

何
れ
の
日
か
胡
虜
を
平
げ
て

良
人
罷
遠
征

良
人

遠
征
を
罷
め
ん

「
子
夜
呉
歌
」
の
「
良
人
」
は
お
そ
ら
く
北
方
の
遼
境
地
帯
に
遠
征
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
が
、
王
漁
洋
は
そ
れ
を
明
王
室
の
抵
抗
運
動
に
よ
る
戦
乱
に
置
換
え

て
、
そ
れ
な
り
に
秀
れ
た
詩
に
仕
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
乙
の
貼
に
首
時

の
彼
の
詩
人
と
し
て
の
限
界
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
聞
雁
」
詩
の
ご
く
近
く
に
漁

洋
山
人
の
最
後
の
到
達
黙
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
た
ど
り
つ
い
た

の
は
四
十
数
年
後
の
乙
と
で
あ
っ
た
。

答
鍾
聖
輿
迭
#
勺
薬

新
緑
横
箇
穏
聾
眠

新
総
は
摺
聞
に
横
た
わ
り
て
霊
眠
穏
や
か
な
り

一
策
の
微
雨
は
軽
畑
に
似
た
り

一
簾
微
雨
似
軽
畑

午
晴
隆
起
維
摩
楊

花
気
蕪
人
又
破
-
糟

午
晴

陸
り
よ
り
起
く
維
摩
の
煽

花
気
は
人
を
駕
じ
て
又
た
調
仰
を
破
る

[
誇
]

新
緑
は
世
間
い
っ
ぱ
い
に
庚
が
り
、
ひ
る
ね
は
た
い
へ
ん
や
す
ら
か
だ
。

簾
一
面
を
ぬ
ら
す
細
や
か
な
雨
は
軽
や
か
な
春
が
す
み
の
よ
う
。
お
登
ご
ろ

王

漁

洋

詩

論

か
ら
雨
は
晴
れ
あ
が
り
、
目
が
覚
め
て
起
き
あ
が
る
坐
禅
用
の
長
椅
子
。
花

の
か
お
り
は
私
の
心
を
と
ろ
か
し
て
澗
の
境
地
を
破
る
。

時
に
王
漁
洋
は
六
十
七
歳
、

『
漁
洋
山
人
精
華
録
』
の
編
輯
が
終
わ
る
直
前
に

こ
の
「
答
鎚
聖
興
法
十
勺
山
梨
」
詩
は
作
ら
れ
、
す
ぐ
さ
ま
『
漁
洋
山
人
料
華
録
』

に
牧
録
さ
れ
た
。
乙
の
聞
に
数
え
き
れ
な
い
程
た
く
さ
ん
の
詩
を
書
い
て
き
た

詩
人
は
、
巨
大
な
園
周
を
ひ
と
ま
わ
り
し
て
き
で
再
度
室
内
に
横
た
わ
っ
た
。

も
は
や
功
成
り
名
遂
げ
た
彼
は
、
も
は
や
他
者
の
目
を
意
識
し
て
詩
の
中
に
枇

舎
的
議
言
を
ひ
そ
ま
せ
る
必
要
も
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
自
ら
の
感
覚
に
従
つ

て
詩
を
つ
く
る
。
戸
外
に
は
四
十
数
年
前
と
同
じ
よ
う
に
春
が
す
み
の
よ
う
な

小
雨
が
降
っ
て
い
て
、
簡
を
通
し
て
新
緑
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
焦
貼

を
合
わ
せ
る
と
と
な
く
ゆ
っ
た
り
と
目
を
閉
じ
た
彼
を
つ
つ
む
の
は
知
人
か
ら

贈
ら
れ
た
有
楽
の
か
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
主
に
色
彩
感
覚
や
聴
質
に
よ
っ

て
空
間
を
描
射
し
よ
う
と
し
て
き
た
漁
洋
山
人
は
長
い
間
の
初
径
の
渡
に
つ
い

に
嘆
究
に
た
ど
り
つ
い
た
。
嘆
魔
に
よ
る
空
間
描
寓
の
試
み
と
言
う
よ
り
は
、

#
勺
薬
の
か
お
り
に
ひ
た
り
き
る
幸
福
を
素
直
に
享
受
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
こ

の
詩
に
は
顕
著
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
も
ど
っ
て
、
第
四
句
の
「
花
気
は
人
を
煎

(
お
)

じ
て
又
た
締
を
破
る
」
は
黄
庭
墜
の
「
偶
成
」
詩
に
於
け
る
「
花
気
は
人
を
煎

じ
て
仰
を
破
る
に
足
る
」
を
殆
ん
ど
の
そ
の
ま
ま
殺
っ
て
い
る
が
、
詩
全
趨
の

雰
園
気
を
損
う
こ
と
な
く
、
し
っ
く
り
と
融
け
こ
ん
で
王
漁
洋
の
自
家
薬
能
中

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
用
典
の
妙
を
稽
え
ら
れ
る
出
世
作
「
秋
柳
四
首
」
で

七
七



も
な
く
、
揚
州
時
代
に
彩
し
く
も
の
に
し
た
明
王
朝
を
弔
う
連
作
で
も
な
く
、

四
川
旅
行
中
の
杜
甫
を
意
識
し
た
諸
作
で
も
な
く
、

「
答
鍾
聖
輿
途
巧
薬
」
詩

こ
そ
が
王
漁
洋
の
詩
業
の
頂
貼
で
あ
る
と
筆
者
は
固
く
信
ず
る
。
か
て
て
加
え

て
穏
や
か
で
破
綻
の
な
い
贈
答
詩
に
こ
の
詩
が
な
っ
て
い
る
貼
に
彼
の
力
量
の

す
ご
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
れ
以
後
王
漁
洋
は
と
の
詩
を
超
え
る
作
品
を
書
い
て
い
な
い
し
、
そ
の
詩

風
は
ま
る
で
別
人
の
よ
う
に
愛
わ
っ
た
。

五
、
最
晩
年
の
王
漁
洋

「
漁
洋
は
天
賦
厚
か
ら
ず
、
才
力
頗
る
薄
し
、
乃
ち
遁
れ
て
紳
韻
妙
悟
を
言

ぃ
、
以
て
自
ら
掩
飾
す
」
(
『
開
審
録
』
九
七
頁
)
と
銭
鍾
書
氏
は
言
う
。
厚

く
な
い
天
分
と
い
う
制
限
の
下
、
大
詩
人
た
ろ
う
と
奮
闘
努
力
し
て
き
た
彼
も

よ
う
や
く
七
十
歳
を
越
え
、
作
詩
の
際
の
緊
張
感
も
失
な
わ
れ
て
い
っ
た
。
王

(
お
)

漁
洋
生
前
最
後
の
詩
集
『
認
尾
後
集
』
を
讃
む
誰
も
が
非
常
に
痛
々
し
い
感
想

を
持
つ
に
違
い
な
い
。

『
護
尾
後
集
』
は
、
康
照
四
十
七
年
詩
人
七
十
五
歳
の

詩
作
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
こ
ろ
彼
は
皮
膚
病
に
か
か
り
、
鰻
力
・
気

力
と
も
に
衰
え
果
て
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、

「
唐
賢
三
昧
一
格
」
は

殆
ん
ど
姿
を
消
す
。
例
え
ば
『
蜜
尾
後
集
』
二
百
四
十
六
首
中
「
煙
」
と
い
う

字
は
三
度
し
か
出
て
こ
な
い
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
様
な
技
法
を
使
っ
た

空
間
描
寓
は
「
折
揚
柳
」
詩
の
、

七
八、

水
線
鷲
崎
慮

水
は
緑
に
し
て
驚
晴
く
慮

煙
青
雨
費
時

煙
は
青
く
し
て
雨
穿
る
る
時

と
い
う
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
唐
賢
三
昧
一
格
」
の
か
わ
り
に
自
に

つ
く
の
は
、
詩
人
の
身
迭
に
あ
る
も
の
、
食
物
・
酒
・
茶
等
を
詠
ん
だ
詩
で
あ

る
外
骨
何
須
詫
雨
鉛

寄外
す骨
る何
!1:ぞ
紺須
醤い
とん
同t雨
!1:錯
す!1:..
れ詫f
lまくっ
味を
尤

長
ぬ

寄
同
附
醤
味
尤
兼

(
「
蟹
轡
」
詩
)

と
い
う
よ
う
な
詠
み
振
り
で
、

『
漁
洋
山
人
精
華
録
』
に
牧
め
ら
れ
た
詩
か
ら

は
ま
っ
た
く
想
像
も
つ
か
ぬ
も
た
も
た
し
た
作
風
に
な
っ
て
い
る
。

「
年
と
と

も
に
典
故
臭
は
き
え
、
宋
詩
へ
の
傾
き
を
ま
し
」
(
中
園
詩
人
選
集
第
二
集
『
王

士
棋
』
解
説
)
と
高
橋
和
巳
氏
は
言
う
が
、

「
宋
詩
へ
の
傾
き
」
で
は
説
明
し

「
老
醜
」
で
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
全
力
で
回
縛
し
て
い
た
濁

楽
は
こ
こ
に
至
っ
て
止
ま
り
、
二
年
後
に
詩
人
は
な
く
な
っ
た
。

き
れ
な
い
、

-
元

(
注
)

(
l
)

郵
之
誠
撰
『
清
詩
紀
事
初
編
』
各
六
「
(
康
照
四
十
三
年
。
以
王
五
一
案
失

出
草
職
。
蓋
士
繍
興
廃
太
子
唱
和
。
借
題
逐
之
。
」
と
あ
る
。

(
2
)

一
九
七
九
年
度
京
都
大
事
に
お
け
る
講
議
の
記
録
(
未
刊
)
に
よ
る
。

(
3
〉
以
下
、
引
用
は
四
部
議
刊
所
牧
康
岡
山
四
十
九
年
政
刊
本
に
よ
る
。



(
4
)

第
四
章
に
引
く
「
答
鐙
聖
輿
詮
巧
察
」
詩
を
参
照
。

(
5
)

清
越
殿
成
撰
『
王
右
丞
集
築
注
』
轡
十
所
牧
。

(
6
)

清
金
策
提
徐
准
築
輯
鳳
繍
蛍
刊
本
に
よ
る
。

(

7

)

『
全
唐
詩
』
巻
六
百
も
士
一
一
所
牧
。

(
8
)

清
恵
棟
撰
呉
服
惑
氏
紅
豆
粛
刊
本
に
よ
る
。

(
9
)

高
橋
和
巳
注
『
王
土
鳩
』
(
中
関
詩
人
選
集
第
二
集
)
一
二
十
六
頁
参
照
。

(
叩
)
近
人
程
娩
園
朱
金
城
撰
李
白
集
校
注
(
一
九
八

O
年
上
海
古
籍
出
版
刷
刊
)

魯
五
所
牧
。

(
日
)
丁
一
硝
保
輯
上
海
古
籍
出
版
社
排
印
一
九
七
八
年
九
月
新
一
版
一
百
七
十
三
頁

に
「
余
謂
殴
魯
望
『
無
情
有
恨
何
人
見
?
月
白
風
清
欲
墜
時
』
二
語
恰
是
詠
白
蓮

詩
、
移
用
不
得
、
而
俗
人
議
之
、
以
篤
詠
白
牡
丹
白
有
楽
亦
可
、
此
員
盲
人
道
黒

白
。
在
庚
陵
、
有
題
露
筋
澗
紹
句
云
『
翠
羽
明
瑠
尚
綴
然
、
湖
雲
洞
樹
碧
於
畑
。
行

人
繋
繍
月
初
堕
、
内
外
野
風
関
白
蓮
。
』
正
俊
其
意
。
後
輩
好
雌
黄
、
亦
駁
之
云

『
安
知
此
女
非
嬢
母
、
而
純
一
去
翠
沼
明
瑠
耶
9

』
余
聞
之
、
一
笑
而
巳
。

(
ロ
)
『
全
唐
詩
』
巻
六
百
二
十
八
で
は
後
半
の
ニ
匂
は
「
還
膝
一
作
無
情
有
恨
無

一
作
何
人
究
、
月
時
腕
風
清
欲
竪
時
」
と
な
っ
て
い
て
、
王
漁
洋
が
引
用
し
た
よ
う
な

句
は
成
立
し
な
い
が
、
彼
は
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
乙
乙
で
は
敢
え

て
彼
が
引
用
し
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。

(
日
)
消
伊
臆
鼎
撰
乾
隆
二
十
コ
一
年
自
序
刊
本
に
よ
る
。

(
M
)

第
二
章
三
節
参
照
。

(
時
)
『
全
唐
詩
』
巻
五
百
三
十
九
所
牧
「
染
遊
原
」
詩
「
向
晩
窓
不
適
、
版
事
登

古
原
、
夕
陽
無
限
好
、
只
是
近
黄
昏
a
」

(
凶
)
『
会
唐
詩
』
巻
六
百
七
十
九
所
牧
。

(
作
)
原
文
は
「
除
了
有
一
貼
膝
腿
暗
淡
的
滋
味
和
曲
折
滋
巧
的
手
法
之
外
、
選
有

甚
藤
0
・
」
で
あ
る
。

王

漁

洋

詩

程

(
凶
)
『
池
北
偶
談
』
(
一
九
八
二
年
中
華
書
局
接
康
即
日
四
十
年
文
粋
堂
刊
本
排
印

本
)
魯
十
八
「
王
右
丞
詩
」
に
「
世
謂
王
右
丞
蛮
雪
中
芭
蕉
、
其
詩
亦
然
。
如
九
江

楓
樹
幾
回
青
、
一
片
揚
州
五
湖
由
。
下
連
用
蘭
陵
鎮
富
春
郭
石
頭
披
諸
地
名
、
皆
家

遠
不
相
属
。
大
抵
古
人
詩
童
、
只
取
奥
舎
一
洞
到
、
若
刻
舟
縁
木
求
之
、
失
其
指
尖
。
」

と
あ
る
。

(
四
)
『
九
家
注
社
詩
』
各
二
十
四
所
牧
。

(
勿
)
香
港
中
華
書
局
竣
乾
隆
二
十
五
年
教
忠
堂
重
訂
本
景
印
木
に
よ
る
。

(
幻
)
『
香
組
筆
記
』
(
一
九
八
二
年
上
海
古
終
出
版
社
竣
康
照
四
十
四
年
序
刊
本

排
印
本
)
各
九
に
「
南
城
陳
伯
磯
允
衡
善
論
詩
、
背
在
庚
陵
評
予
詩
、
警
之
土
日
人
云

偶
然
欲
書
、
此
語
最
得
詩
文
三
味
。
今
人
遠
鏡
累
積
、
牽
率
隠
酬
、
皆
非
偶
然
欲
書

者
也
。
披
翁
稀
銭
唐
程
突
筆
一
五
、
使
人
作
字
、
不
知
有
筆
。
此
語
亦
有
妙
理
。
」
と

あ
る
。

(n)

『
李
白
集
校
注
』
巻
六
所
牧
。

(
お
)
諸
注
及
び
パ
一
一
品
橋
和
巳
氏
の
引
用
に
従
う
。
現
行
の
『
時
国
章
黄
先
生
文
集
』

(
四
部
叢
刊
初
編
)
そ
し
て
『
山
谷
外
集
詩
注
』
(
四
部
叢
刊
綾
編
)
に
は
「
偶
成
」

詩
は
見
出
し
得
な
い
。
博
雅
の
賜
教
を
乞
う
。

(
M
)

一
九
八
四
年
中
華
書
局
刊
補
訂
本
に
よ
る
。

(
お
)
以
下
の
引
用
は
、
玉
漁
洋
議
書
所
牧
本
に
よ
る
。

(
本
塑
講
師
)

七
九


