
一
　
は
じ
め
に

自
然
の
音
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
、
例
え
ば
虫
の
声
は
、
西
欧
人
は
右

脳
＝
音
楽
脳
で
捉
え
る
た
め
、
単
な
る
虫
の
発
す
る
音
に
過
ぎ
な
い
の
に
対

し
、
日
本
人
は
左
脳
＝
言
語
脳
で
音
で
は
な
く
声
と
し
て
捉
え
る
た
め
、
そ
こ

に
季
節
の
安
ら
ぎ
や
も
の
の
あ
わ
れ
を
感
じ
る
と
さ
れ
て
い
る①

。
ま
た
猿
の
声

は
、
中
国
で
は
三
国
か
ら
六
朝
期
に
か
け
て
悲
哀
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
、
素

材
的
に
も
主
題
的
に
も
詩
中
に
定
着
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
日
本
の
和
歌
の

世
界
で
は
そ
の
声
へ
の
関
心
は
乏
し
い
と
い
う②

。
し
た
が
っ
て
自
然
の
音
に
対

す
る
認
識
は
、

﹇
一
﹈
そ
の
国
や
地
域
の
人
々
の
心
情
が
自
然
の
音
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い

て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。
＝
素
材
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
成
立
や
比

喩
・
表
現
の
問
題
。

﹇
二
﹈
そ
れ
が
社
会
で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
展
開
し
て
い
く
の
か
。
＝

イ
メ
ー
ジ
や
比
喩
・
表
現
の
歴
史
的
変
遷
の
問
題
。

と
い
う
こ
と
な
ど
、
文
学
の
形
成
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
考
察
す

る
こ
と
は
、
大
き
く
言
え
ば
そ
の
国
や
地
域
の
人
々
の
自
然
に
対
す
る
考
え
方

を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
観
点
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
佐
野
清
彦
『
音
の
文
化
誌③

』
は

無
数
の
感
覚
の
中
で
人
間
に
と
っ
て
絶
対
的
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
て
い
る

の
が
視
覚
で
す
。（
中
略
―
稿
者
）
動
物
の
生
存
の
た
め
の
最
重
要
の
視
覚

が
同
時
に
、
文
化
の
王
者
た
る
媒
介
と
し
て
君
臨
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
古

代
文
明
の
文
字
の
発
明
、
科
学
の
進
展
以
来
加
速
度
的
に
価
値
が
高
め
ら

れ
、
酷
使
さ
れ
ま
す
。
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
、
焼
物
な
ど
に
お
い
て
、
本
来

視
覚
な
し
で
も
存
在
し
う
る
も
の
、
た
と
え
ば
彫
刻
・
焼
物
な
ど
も
、
視
覚

中
心
に
制
作
さ
れ
る
の
が
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。（
中

略
―
稿
者
）
言
語
―
視
覚
優
位
体
制④
と
い
う
の
が
古
代
文
明
以
来
の
五
官

の
姿
の
主
流
で
あ
り
、
聴
覚
文
化
は
そ
の
優
位
体
制
の
中
で
妙
に
神
秘
化
さ

れ
た
神
棚
（
治
外
法
権
空
間
）
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

（
傍
線
は
稿
者
。
以
下
同
じ
。）
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と
、
視
覚
中
心
に
芸
術
が
制
作
さ
れ
る
中
で
、
聴
覚
文
化
は
治
外
法
権
空
間
に

置
か
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
中
国
文
学
、
特
に
漢
詩
に
お
い
て
聴

覚
は
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
日
本
の
先

行
研
究
で
は
、
自
然
の
音
に
着
目
し
た
研
究
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

『
詩
経
』
以
来
自
然
の
音
は
漢
詩
に
詠
ま
れ
て
お
り
、

﹇
三
﹈
自
然
の
音
に
よ
っ
て
詩
の
世
界
が
い
か
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
。

と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
三
つ
の
問
題
を
中

心
に
し
て
「
漢
詩
に
お
け
る
音
の
世
界
」
を
考
察
す
る
の
が
稿
者
の
課
題
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
今
回
取
り
上
げ
た
い
の
が
唐
の
孟
浩
然
の

「
春
暁
」
で
あ
る
。

唐
・
孟
浩
然
「
春
暁
」（
四
部
叢
刊
本
『
孟
浩
然
集
』
巻
四
）

春
眠
不
覚
暁
　
春
眠
　
暁
を
覚
え
ず

処
処
聞
啼
鳥
　
処
処
　
啼
鳥
を
聞
く

夜
来
風
雨
声
　
夜
来
　
風
雨
の
声

花
落
知
多
少
　
花
落
つ
る
こ
と
多
少
を
知
ら
ん
や

こ
の
詩
は
中
高
の
教
科
書
に
共
に
採
録
さ
れ⑤

、
昔
か
ら
我
々
日
本
人
に
親
し

ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
題
に
つ
い
て
は
「
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
で

き
ご
と
を
述
べ
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
的
確
に
春
の
朝
の
気
配
や
気
分
を
描
き
だ

し
得
て
い
る
」、「
い
よ
い
よ
春
に
な
っ
た
ぞ
と
い
う
喜
び
（
中
略
―
稿
者
）

寝
床
の
中
に
い
て
、
明
る
く
の
ど
か
な
気
分
に
浸
っ
て
い
る
」、「
過
ぎ
行
く
春

を
惜
し
む
」、「
官
僚
社
会
か
ら
は
み
出
し
た
知
識
人
の
悲
哀
と
、
は
み
出
し
者

な
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
に
あ
る
人
々
が
持
た
な
い
自
由
を
手
に
し
て
い
る
こ
と

の
喜
び
」、「
隠
者
の
超
俗
的
な
心
境⑥

」
な
ど
と
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
詩
が
聴
覚
を
効
果
的
に
用
い
て
春
の
朝
の
情
景
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
春
暁
」
の
聴

覚
的
表
現
に
着
目
し
た
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
漢
詩
に
お
け
る
聴
覚
的

表
現
を
考
え
る
た
め
の
観
点
を
整
理
し
て
い
き
た
い
。

二
　
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚

「
春
暁
」
の
聴
覚
的
表
現
に
つ
い
て
着
目
し
た
先
行
研
究
の
中
か
ら
、
ま
ず

深
沢
一
幸
「
孟
浩
然
詩
に
つ
い
て⑦

」
を
取
り
上
げ
る
。

第
一
句
の
こ
こ
ろ
よ
い
春
の
眠
り
か
ら
、
第
二
句
で
は
、
突
然
聞
こ
え
て

き
た
鳥
の
啼
き
声
、
つ
ま
り
彼
を
と
り
ま
く
自
然
の
聴
覚
で
の
変
化
に
よ
っ

て
、
も
う
目
覚
め
た
と
い
う
彼
自
身
の
変
化
を
あ
ら
わ
す
。
第
三
句
で
は
、

第
二
句
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
さ
わ
や
か
な
晴
天
が
、
昨
夜
の
風
雨
か
ら
変
化

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
や
は
り
聴
覚
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
第
四
句
で
は
、
庭
に
咲
い
て
い
た
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

自
然
の
変
化
を
、
視
覚
で
感
じ
る
よ
り
も
先
に
、
聴
覚
で
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
視
覚
と
聴
覚
と
の
間
の
距
離
を
、「
多
少
」
ど
れ
く
ら
い
、
と

い
う
語
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、

浩
然
が
実
際
の
自
然
の
変
化
を
聴
覚
と
い
う
一
点
だ
け
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に

よ
り
、
視
覚
に
よ
る
自
然
描
写
の
限
界
を
の
り
こ
え
た
か
ら
で
あ
る
。「
啼
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鳥
」「
風
雨
」
の
声
に
よ
っ
て
、「
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
色
彩
は
、
い

っ
そ
う
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。

深
沢
氏
は
「
変
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
眠
り
か
ら
目
覚
め
へ
の
孟
浩

然
の
身
体
の
変
化
、
昨
夜
の
風
雨
か
ら
今
朝
の
さ
わ
や
か
な
晴
天
、
咲
い
て
い

た
花
が
散
り
落
ち
る
と
い
う
自
然
の
変
化
に
対
す
る
孟
浩
然
の
認
識
が
、
す
べ

て
聴
覚
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
の
認
識
が

「
音
の
連
想
」
を
生
み
出
す
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
加
藤
敏
「
孟
浩
然
『
春

暁
』
―
漢
文
教
材
と
し
て
の
可
能
性⑧

」
に
は

「
春
暁
」
の
詩
に
描
か
れ
た
時
間
と
世
界
と
は
、
孟
浩
然
に
と
っ
て
た
ま

さ
か
の
至
福
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略

―
稿
者
）
春
眠
か
ら
の
め
ざ
め
と
同
時
に
、
ま
ず
聴
覚
が
は
た
ら
き
だ
す
。

詩
人
は
、
聴
覚
の
は
た
ら
き
を
決
し
て
制
止
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
意

識
的
に
聴
覚
を
は
た
ら
か
せ
て
世
界
を
鑑
賞
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
そ

し
て
聴
覚
の
刺
激
か
ら
、
音
の
連
想
に
よ
っ
て
意
識
に
昨
夜
の
雨
と
風
の
音

が
想
起
さ
れ
る
が
、
彼
は
そ
う
し
た
連
想
も
制
御
し
よ
う
と
は
し
て
い
な

い
。
意
識
の
自
在
な
動
き
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
昨
夜
の
雨

と
風
の
音
と
い
う
意
識
は
、
や
が
て
散
り
し
い
た
花
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を

結
ぶ
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
成
も
自
然
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
識
の
流
れ
は
何

ら
の
制
限
も
受
け
て
は
い
な
い
。
こ
の
詩
は
、
感
覚
や
そ
れ
が
生
み
出
す
意

識
や
イ
メ
ー
ジ
が
自
由
に
展
開
さ
れ
て
い
る
詩
で
あ
り
、
背
後
に
は
、
そ
れ

を
喜
び
楽
し
む
詩
人
が
い
る
。

と
あ
り
、
聴
覚
の
働
き
が
「
制
止
」「
制
御
」「
制
限
」
さ
れ
ず
、
聴
覚
に
基
づ

い
た
刺
激
に
よ
っ
て
孟
浩
然
の
意
識
が
自
在
に
動
い
て
「
音
の
連
想
」
を
し
て

い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
聴
覚
が
制
止
さ
れ
ず
働
き
続
け
る
こ
と
に
つ
い
て

Ｒ
・
マ
リ
ー
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー⑨

は

聴
覚
を
意
の
ま
ま
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
耳
に
は
ま
ぶ
た
に

あ
た
る
も
の
が
な
い
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
眠
り
に
つ
く
と
き
最
後
ま
で
目
覚

め
て
い
る
の
は
聴
覚
だ
し
、
起
き
る
と
き
に
も
耳
が
一
番
先
に
目
覚
め
る
。

と
、
耳
に
は
ま
ぶ
た
に
あ
た
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
聴
覚
は
自
由
に
働
き
続
け

る
の
だ
と
す
る
。
ま
た
聴
覚
は
目
覚
め
と
同
時
に
働
き
始
め
、
眠
っ
て
い
て
も

働
き
続
け
る
も
の
だ
と
す
る⑩

。
し
た
が
っ
て
起
句
か
ら
承
句
に
か
け
て
孟
浩
然

は
、
人
間
の
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
の
特
徴
を
表
現
し
、
春
の
眠
り
の
心

地
よ
さ
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
承
句
か
ら
結
句
に
か
け
て
の
「
音
の
連
想
」
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し

て
い
る
も
の
に
大
上
正
美
「
陶
淵
明
を
読
む
こ
と
、
研
究
す
る
こ
と⑪

」
が
あ

る
。

語
り
手
が
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
ウ
ト
ウ
ト
し
て
い
る
、
そ
の
耳
元
に
鳥

の
さ
え
ず
り
が
届
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
、
ど
う
し
て
雨
風
の
声
が
そ
の
次

に
登
場
し
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
ふ
う
に
読
め
る
と
思
い
ま

す
が
、
私
な
ら
、
小
鳥
の
さ
え
ず
り
が
聞
こ
え
て
く
る
耳
元
に
、
聴
覚
的
連

想
と
し
て
そ
の
さ
え
ず
り
に
か
ぶ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
急
に
昨
夜
の
激

し
い
雨
風
の
音
が
よ
み
が
え
っ
た
と
読
み
ま
す
。（
中
略
―
稿
者
）
そ
う
い
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え
ば
昨
夜
は
雨
風
が
ひ
ど
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
を
伝
達
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
今
雨
音
を
耳
に
よ
み
が
え
ら
せ
て
い
る
。（
中
略
―
稿
者
）
語
ら
れ

て
い
る
時
間
は
確
か
に
昨
夜
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
今
と
い
う
瞬
間
に
昨
夜
の
時
間
が
聴
覚
的
に
あ
り
あ
り
と
再
現
さ
れ

て
あ
る
。

大
上
氏
は
「
聴
覚
的
連
想
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
風
雨
の
音
が
時
間
の

流
れ
を
逆
行
し
て
、
鳥
の
さ
え
ず
り
に
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
孟
浩
然
の
耳
に
蘇
る

様
を
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
「
音
の
連
想
」
は
、
眠
っ
て
い
て
も
働
き
続
け
る

聴
覚
の
生
理
的
感
覚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
我
々
読
者
も
そ
の

感
覚
に
共
感
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
聴
覚
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
音
空
間

次
に
深
沢
氏
は
「
多
少
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
、
孟
浩
然
が
聴
覚
に
よ
っ

て
視
覚
に
よ
る
自
然
描
写
の
限
界
を
乗
り
越
え
た
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は

「
見
る
」
こ
と
が
常
に
対
象
の
焦
点
化
を
目
指
し
、
分
析
的
で
あ
る⑫

と
い
う
特

徴
を
考
え
た
場
合
、「
見
え
な
い
」
方
が
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
や
す
い

と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
承
句
の
聴
覚
に
よ
る
音
空
間
の
形
成
に

つ
い
て
で
あ
る⑬

。
一
般
的
な
聴
覚
に
よ
る
音
空
間
の
形
成
に
つ
い
て
中
川
真

「
音
の
空
間
論⑭

」
で
は

逆
接
的
で
あ
る
が
、
音
は
目
に
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
築
な
ど
よ

り
容
易
に
そ
し
て
自
由
に
空
間
を
形
づ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
純
に
い
え

ば
、
垣
や
壁
を
め
ぐ
ら
さ
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
屋
根
や
ド
ー
ム
で
上
空
を

覆
わ
な
く
て
も
、
音
は
た
だ
漂
う
こ
と
に
よ
っ
て
嵩
や
広
が
り
と
い
う
空
間

的
特
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

と
、
漂
う
音
が
音
空
間
を
形
成
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を

承
句
に
当
て
は
め
る
と
、
孟
浩
然
は
寝
床
で
「
聞
」
い
た
、
つ
ま
り
意
識
せ
ず

自
然
と
耳
に
入
っ
て
来
た
鳥
の
声
が
漂
う
音
と
な
り
、
そ
れ
に
包
み
込
ま
れ
る

よ
う
な
音
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
音
空
間
の
形
成
の
上
で
重
要
な
の
が

「
処
処
」
と
い
う
語
で
あ
る
。

「
処
処
」
と
い
う
語
は
、
現
代
日
本
語
の
「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
中
国
語
で
は
「
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
」
と
い
う
意
味
に
な
る

語
で
あ
る
。
孟
浩
然
は
鳥
の
声
に
「
処
処
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
何

か
の
鳴
き
声
と
「
処
処
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
先
例
は
、
唐
の
沈
E
期
の

「
遊
少
林
寺
」
が
あ
る
。

唐
・
沈
E
期
「
遊
少
林
寺
」（『
全
唐
詩
』
巻
九
六
）

長
歌
遊
宝
地
　
長
歌
し
て
宝
地
に
遊
び

徙
倚
対
珠
林
　
徙
倚
と
し
て
珠
林
に
対
す

雁
塔
風
霜
古
　
雁
塔
　
風
霜
　
古
り

龍
池
歳
月
深
　
龍
池
　
歳
月
　
深
し

紺
園
澄
夕
霽
　
紺
園
　
夕
霽
　
澄
み

碧
殿
下
秋
陰
　
碧
殿
　
秋
陰
　
下
る

帰
路
煙
霞
晩
　
帰
路
　
煙
霞
の
晩
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山
蝉
処
処
吟
　
山
蝉
　
処
処
に
吟
ず

こ
の
詩
は
沈
E
期
が
少
林
寺
を
訪
ね
終
日
遊
び
、
や
が
て
木
々
が
鬱
蒼
と
し

た
庭
に
夕
晴
れ
が
澄
み
わ
た
り
、
暗
い
秋
の
気
が
下
り
て
く
る
碧
色
の
建
物
を

後
に
し
、
帰
路
に
つ
く
と
靄
に
包
ま
れ
る
夕
闇
の
中
、
山
中
の
蝉
が
あ
ち
ら
に

も
こ
ち
ら
に
も
鳴
い
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
詩
で

は
、
立
ち
こ
め
る
靄
と
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
蝉
の
声
を
併
用
し

て
、
秋
の
夕
暮
れ
の
山
中
の
閑
静
な
情
景
を
表
現
し
て
い
る⑮

。

そ
れ
に
対
し
て
孟
浩
然
の
承
句
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
音
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
空
間
に
対
す
る
人
間
の
捉
え
方
を
見
て
み
る
と
、
堀
切
実
「
芭
蕉

の
音
風
景⑯

」
で
は

人
間
は
音
の
な
か
で
自
分
を
見
失
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
音
が
人
間

を
す
っ
か
り
包
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。（
中
略
―
稿
者
）
も
と
も
と
視
覚
と
は
違
い
、
聴
覚
で
は
距
離

を
は
か
る
こ
と
は
難
し
い
。

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
承
句
で
は
、
寝
床
に
い
て
外
を
見
て
い
な
い
孟
浩
然

が
、
距
離
や
場
所
は
特
定
で
き
な
い
が
、
あ
ち
ら
か
ら
も
こ
ち
ら
か
ら
も
耳
に

入
っ
て
来
る
鳥
の
声
を
詠
み
、
そ
の
声
に
包
ま
れ
る
よ
う
な
春
の
心
地
よ
い
空

間
を
「
処
処
」
と
い
う
語
を
用
い
て
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　
唐
以
前
の
詩
の
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚

前
節
で
孟
浩
然
が
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
、「
処

処
」
と
い
う
語
を
用
い
て
鳥
の
声
に
包
ま
れ
る
よ
う
な
春
の
心
地
よ
い
音
空
間

を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
詩
は
孟
浩

然
独
自
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
孟
浩
然
以
前
に
も
見
ら
れ
る
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

稿
者
は
『
詩
経
』『
楚
辞
』
か
ら
劉
宋
ま
で
の
詩
に
お
け
る
自
然
の
音
に
つ

い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に

﹇
ア
﹈
自
然
の
音
の
素
材
が
ほ
ぼ
『
詩
経
』
の
段
階
で
既
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ

と
。

﹇
イ
﹈
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
た
り
、
悲
し
み
の
心
情
と
結
び
つ
い
て
「
悲
〜
」

「
哀
〜
」
と
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
。

な
ど
が
確
認
で
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
以
下
に
挙
げ
る
二
首
な
ど
は
、
生
理

的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
を
表
現
す
る
早
い
時
期
の
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

西
晋
の
陸
機
の
「
苦
寒
行
」
は
北
方
へ
の
行
役
の
苦
し
さ
を
詠
ん
だ
楽
府
詩

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

西
晋
・
陸
機
「
苦
寒
行
」（『
文
選
』
巻
二
八
）

凝
冰
結
重
澗
　
凝
冰
は
重
澗
に
結
び
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積
雪
被
長
巒
　
積
雪
は
長
巒
を
被
ふ

陰
雲
興
巌
側
　
陰
雲
は
巌
側
に
興
り

悲
風
鳴
樹
端
　
悲
風
は
樹
端
に
鳴
る

不
覩
白
日
景
　
白
日
の
景
を
覩
ず
し
て

但
聞
寒
鳥
喧
　
但
だ
寒
鳥
の
喧
し
き
を
聞
く
の
み

猛
虎
憑
林
嘯
　
猛
虎
は
林
に
憑
り
て
嘯
き

玄
猿
臨
岸
嘆
　
玄
猿
は
岸
に
臨
み
て
嘆
く

と
あ
る
。
こ
れ
は
三
国
魏
の
武
帝
の
「
苦
寒
行
」
の

魏
・
武
帝
「
苦
寒
行
」（『
文
選
』
巻
二
七
）

樹
木
何
蕭
瑟
　
樹
木
　
何
ぞ
蕭
瑟
た
る

北
風
声
正
悲
　
北
風
　
声
　
正
に
悲
し

熊
羆
対
我
蹲
　
熊
羆
は
我
に
対
ひ
て
蹲
き

虎
豹
夾
路
啼
　
虎
豹
は
路
を
夾
み
て
啼
く

を
ふ
ま
え
て
お
り⑰

、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
素
材
に
新
し
さ
は
な
い
が
、
注
目
さ
れ

る
の
は
「
不
覩
〜
」
以
下
の
四
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
陸
機
は
太
陽
の
光
が
見
え

ず
視
覚
が
働
か
な
い
中
で
、
聴
覚
だ
け
が
働
き
、
鳥
・
虎
・
猿
の
声
が
聞
こ
え

て
く
る
様
を
詠
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
見
え
な
い
も
の
が
音
を

発
し
な
が
ら
迫
っ
て
く
る
恐
怖
、
先
の
堀
切
氏
に
従
え
ば
、
聴
覚
は
距
離
を
測

る
事
が
難
し
い
が
故
に
感
じ
る
心
理
状
態
を
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
陸
機
は
詩
の
声
律
や
音
楽
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
と
さ
れ
る
人

物
で
あ
り⑱

、
彼
の
音
の
捉
え
方
、
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
も
今
後
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

次
に
よ
り
は
っ
き
り
し
た
形
で
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
を
詠
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
劉
宋
の
謝
霊
運
の
「
石
門
新
営
所
住
四
面
高
山
廻
溪
石

F
脩
竹
茂
林
」
で
あ
る
。

劉
宋
・
謝
霊
運
「
石
門
新
営
所
住

四
面
高
山
廻
溪
石
F
脩
竹
茂
林
」（『
文
選
』
巻
三
〇
）

早
聞
夕
G
急
　
早
に
夕
G
の
急
な
る
を
聞
き

晩
見
朝
日
暾
　
晩
に
朝
日
の
暾
た
る
を
見
る

崖
傾
光
難
留
　
崖
は
傾
き
て
光
は
留
り
難
く

林
深
響
易
奔
　
林
は
深
く
て
響
は
奔
り
易
し

こ
の
詩
で
は
石
門
の
地
に
新
た
に
住
居
を
構
え
た
謝
霊
運
に
、「
崖
が
切
り

立
っ
て
い
る
か
ら
、
暮
れ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
に
朝
日
が
差
し
、
林
が
深
く
て

響
き
が
伝
わ
り
や
す
い
か
ら
、
朝
だ
と
思
っ
て
い
る
の
に
夕
方
の
よ
う
な
風
が

吹
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。」
と
、
山
林
が
奥
深
い
が
故
に
起
こ
る
音
の
錯
覚
、

生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
感
動
を
詠
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
の
よ
う
に
数
は
少
な
い
も
の
の
、
西
晋
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
生
理
的
感

覚
と
し
て
の
聴
覚
に
基
づ
い
た
心
理
状
態
や
錯
覚
が
詠
ま
れ
る
萌
芽
的
な
詩
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
晋
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴

覚
を
詠
む
萌
芽
的
な
詩
が
現
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
に
調
査
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が⑲

、
陸
機
や
謝
霊
運
の
詩
は
、
孟
浩
然
の
よ
う
に
効
果
的
に

聴
覚
を
用
い
て
詩
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
斉
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か
ら
唐
に
至
る
ま
で
の
詩
を
読
み
、
二
人
の
詩
が
孟
浩
然
の
詩
に
ど
の
よ
う
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
も

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
孟
浩
然
の
「
春
暁
」
が
、
生

理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
の
特
徴
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
よ

う
な
生
理
的
感
覚
と
し
て
の
聴
覚
を
詠
ん
だ
詩
は
、
西
晋
の
陸
機
や
劉
宋
の
謝

霊
運
に
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
、
他
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

次
に
「
処
処
」
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
先
例
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
の
詩

が
鳥
の
声
に
包
ま
れ
る
よ
う
な
音
空
間
を
形
成
し
、
詩
の
世
界
を
構
築
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
た
。
た
だ
、
音
空
間
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
中
川
氏⑳

が
『
平
家

物
語
』
を
取
り
上
げ
て

物
語
内
部
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
音
風
景
は
、
単
な
る
情
景
描
写
か
ら
複
雑

な
象
徴
表
現
ま
で
、
多
様
な
機
能
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
読
者
に
聴
覚
的
イ

メ
ー
ジ
を
送
り
続
け
る
。
そ
の
仕
掛
け
の
す
ぐ
れ
た
点
は
、
文
学
空
間
を
生

み
出
す
に
あ
た
っ
て
、
読
者
（
聞
き
手
）
に
ま
ず
直
感
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚

起
し
、
視
覚
表
象
よ
り
も
い
っ
そ
う
彼
ら
の
情
動
に
肉
薄
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

通
路
を
創
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
平
清
盛
ら
が
動
く
空

間
は
、
音
が
鳴
り
響
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
リ
ア
ル
な
共
感
覚
的

な
世
界
体
験
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
解
説
す
る
よ
う
に
、
作
品
中
の
聴
覚
的
表
現
に
よ
っ
て
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
を

喚
起
す
る
音
空
間
の
形
成
に
対
す
る
考
察
の
観
点
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
は
じ
め
に
で
挙
げ
た
﹇
一
﹈﹇
二
﹈
の
問
題
を
解
決
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

注①
　
角
田
忠
信
『
日
本
人
の
脳
』（
大
修
館
書
店
・
78
年
）、
笠
井
昌
昭
『
虫
と

日
本
文
化
』（
大
巧
社
・
97
年
）
参
照
。

②
　
松
浦
友
久
「『
猿
声
』
考
」（『
中
国
古
典
研
究
』
二
二
号
・
早
稲
田
大
学

中
国
古
典
研
究
会
・
77
年
初
出
、
後
『
詩
語
の
諸
相
』
研
文
出
版
・
81
年
）

参
照
。

③
　
佐
野
清
彦
『
音
の
文
化
誌
』（
雄
山
閣
出
版
・
98
年
）

④
　
佐
野
氏
は
言
語
―
視
覚
優
位
体
制
に
つ
い
て
「
視
覚
対
象
物
は
言
語
と

結
ん
で
、
い
く
ら
で
も
分
析
、
再
結
合
が
可
能
な
た
め
、
い
つ
の
ま
に
か
言

語
に
支
配
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
同
時
に
、
言
語
の
方
は
逆
に
視
覚
的
に
な
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と
考
察
し
て
い
る
。

⑤
　
平
成
十
八
年
度
中
学
校
二
年
生
用
教
科
書
二
種
類
、
高
等
学
校
「
国
語
総

合
」
十
三
種
類
の
教
科
書
に
採
録
。

⑥
　
前
野
直
彬
編
『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
・
70
年
）

石
川
忠
久
「
漢
詩
の
風
景
」（『
国
語
』
２
・
光
村
図
書
・
06
年
発
行
）

森
野
繁
夫
『
漢
文
の
教
材
研
究
―
漢
詩
篇
（
二
）
―
』（
渓
水
社
・
90
年
）

入
谷
仙
介
『
唐
詩
の
世
界
』（
筑
摩
書
房
・
90
年
）

松
浦
友
久
編
『
漢
詩
の
事
典
』（
大
修
館
書
店
・
99
年
）
な
ど
を
参
照
。

⑦
　
深
沢
一
幸
「
孟
浩
然
詩
に
つ
い
て
」（『
大
阪
大
学
言
語
文
化
部
言
語
文
化
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研
究
』
Ⅶ
・
81
年
）

⑧
　
加
藤
敏
「
孟
浩
然
『
春
暁
』
―
漢
文
教
材
と
し
て
の
可
能
性
」（『
千
葉

大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
54
・
06
年
）

⑨
　
Ｒ．

マ
リ
ー
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
著
・
鳥
越
け
い
子
他
訳
『
世
界
の
調
律
』

（
平
凡
社
・
86
年
）

⑩
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ミ
シ
ェ
ッ
ル
・
セ
ー
ル
著
・
及
川
馥
訳
『
生
成
』

（
法
政
大
学
出
版
・
83
年
）
に
も
「
聴
覚
は
目
が
見
え
な
か
っ
た
り
眠
っ
て

い
る
と
き
で
も
な
お
能
動
的
で
あ
り
豊
か
で
あ
る
。
聴
覚
は
他
の
感
覚
が
断

続
的
で
あ
る
と
こ
ろ
で
も
連
続
し
て
い
る
。」
と
あ
る
。

⑪
　
大
上
正
美
「
陶
淵
明
を
読
む
こ
と
、
研
究
す
る
こ
と
」（『
国
学
院
中
国
学

会
報
』
第
五
十
輯
・
04
年
）

⑫
　
注
⑩
前
掲
書
。

⑬
　
管
見
の
及
ぶ
限
り
日
本
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
聴
覚
に
よ
る
音
空
間
の

形
成
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
黒
川
洋
一
「
山

林
詩
人
と
し
て
の
孟
浩
然
」（
森
三
樹
三
郎
博
士
　
頌
寿
記
念
『
東
洋
学
論

集
』
朋
友
出
版
・
79
年
）
で
、「
春
暁
」
が
作
ら
れ
た
時
期
を
晩
年
の
も
の

と
し
、
勝
手
な
想
像
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
と
前
置
き
し
た
後
で
「
こ
の
詩
の

明
る
い
美
し
さ
を
、
一
そ
う
明
る
く
美
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、『
夜

来
　
風
雨
の
声
』
と
い
う
暗
い
色
調
の
転
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
嵐

の
音
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
死
へ
の
啓
示
の
よ
う
な
も
の
を
さ
え
わ
た
し

に
感
じ
さ
せ
る
。
す
べ
て
は
終
わ
り
、
い
ま
お
の
れ
は
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

の
朝
の
光
と
、
散
り
敷
く
落
花
と
、
小
鳥
た
ち
の
鳴
き
声
に
包
ま
れ
て
、
静

か
に
永
遠
の
眠
り
に
つ
こ
う
と
し
て
い
る
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。

⑭
　
谷
村
晃
他
編
『
音
は
生
き
て
い
る
』（
勁
草
書
房
・
91
年
）
所
収
。

⑮
　
川
合
康
三
「
蝉
の
詩
に
見
る
詩
の
転
変
」（
京
都
大
学
文
学
部
中
国
語
学

中
国
文
学
研
究
室
編
『
中
国
文
学
報
』
五
十
七
冊
・
98
年
）
に
よ
れ
ば
、『
礼

記
』
月
令
以
来
中
国
で
は
蝉
の
声
は
秋
の
自
然
現
象
の
し
る
し
と
し
て
挙
げ

ら
れ
、「
悲
秋
」
の
文
学
の
定
着
と
と
も
に
、
秋
の
景
物
を
代
表
す
る
も
の

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
声
は
秋
の
季
節
感
と
結
び
つ
い
て
物
悲
し
い

情
感
を
さ
そ
う
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う
。

⑯
　
堀
切
実
『
芭
蕉
の
音
風
景
』（
ぺ
り
か
ん
社
・
98
年
）

⑰
　
魏
の
武
帝
の
「
苦
寒
行
」
は
『
楚
辞
』
招
隠
士
「
虎
豹
H
兮
熊
羆
咆
、
禽

獣
駭
兮
亡
其
曹
。」（
虎
豹
は
闘
ひ
て
熊
羆
は
咆
ゆ
、
禽
獣
は
駭
き
て
其
の
曹

を
亡
ふ
。）
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

⑱
　
声
律
に
つ
い
て
は
興
膳
宏
『
潘
岳
・
陸
機
』（
筑
摩
書
房
・
73
年
）、
音
楽

に
つ
い
て
は
木
津
祐
子
「
美
と
し
て
の
楽
へ
―
「
文
賦
」
に
お
け
る
音
―
」

（『
中
国
文
学
報
』
第
五
十
冊
・
95
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑲
　
例
え
ば
西
晋
の
左
思
の
「
招
隠
詩
二
首
」
其
一
に
「
非
必
絲
与
竹
、
山
水

有
清
音
。」（
必
ず
し
も
絲
と
竹
と
に
非
ず
、
山
水
に
清
音
有
り
。
訳
　
音
楽

は
必
ず
し
も
管
弦
の
楽
器
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
山
水
に
清
ら
か
な
音
が
あ

る
の
だ
。）
と
あ
る
よ
う
に
、
音
へ
の
関
心
が
そ
れ
ま
で
音
楽
中
心
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
西
晋
の
頃
に
自
然
の
音
に
も
価
値
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
後
山
水
詩
が
流
行
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
一
つ

の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
中
川
真
『﹇
増
補
﹈
平
安
京
音
の
宇
宙
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
04

年
）

注
に
記
し
た
書
籍
・
論
文
以
外
に
以
下
の
も
の
も
参
照
し
た
。
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簡
野
道
明
著
『
唐
詩
選
詳
説
』
下
（
明
治
書
院
・
29
年
）

長
谷
川
滋
成
『
漢
詩
解
釈
試
論
』（
渓
水
社
・
82
年
）

松
浦
友
久
編
『
唐
詩
解
釈
辞
典
』（
大
修
館
書
店
・
87
年
）

田
部
井
文
雄
『
唐
詩
三
百
首
詳
解
』
上
巻
（
大
修
館
書
店
・
88
年
）

『
中
国
文
学
歳
時
記
』
春
・
上
（
同
朋
舎
出
版
・
88
年
）

佐
藤
保
『
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
』（
大
修
館
書
店
・
92
年
）

イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
著
・
阿
部
一
訳
『
感
覚
の
世
界
』（
せ
り
か
書
房
・

94
年
）

（
広
島
大
学
大
学
院
）
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