
「
国
語
総
合
」

採
録
の
唐
詩
に
お
け
る
自
然
の
情
景
描
写
に
つ
い
て

は
じ
め
に

稿
者
は
こ
れ
ま
で
「
詩
経
』
、
『
楚
辞
』
、
唐
代
以
前
の
詩
に
お
け
る
自
然
の
音

に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
自

然
の
音
を
ど
の
よ
う
に
「
き
（
聴
・
聞
こ
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
立
日

を
通
し
て
世
界
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
そ
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
「
国
語
総
合
」
（
九
社
一
一
一
一
一
種
類
）
採
録

の
唐
詩
を
素
材
と
し
、
音
に
着
目
し
て
白
然
の
情
景
描
写
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
今
回
の
考
察
に
お
い
て
は
、
大
園
虞
希
・
安
藤
公
美

「
〈
音
〉
に
注
目
し
た
文
学
教
育
と
環
境
教
育
の
横
断
的
研
究
序
論
」
（
『
川
口
短

期
大
学
紀
要
』
お
号
・
ロ
年
ロ
月
）
が
提
示
す
る
「
一
ア
ク
ス
ト
の
〈
風
景
〉
化
」

と
い
う
視
点
を
参
考
と
し
た
。

両
氏
は
、
読
む
と
い
う
行
為
の
一
つ
の
働
き
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
「
テ
ク

ス
ト
の
〈
風
景
〉
化
」
、
或
い
は
「
読
み
の
〈
立
体
化
こ
と
い
う
視
点
を
提
示

す
る
。

F司

音B

平日

正

読
む
と
い
う
行
為
は
、
因
果
や
意
味
を
と
ら
え
る
知
覚
と
、
情
景
や
イ

メ
ー
ジ
を
想
起
す
る
感
覚
が
動
員
さ
れ
、
そ
れ
等
が
交
差
衝
突
し
な
が
ら
、

い
わ
ば
立
体
的
な
行
為
空
間
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。
そ
の
働
き
を
例
え
ば
、

テ
ク
ス
ト
の
〈
風
景
〉
化
と
名
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
〈
音
〉
は
、
如
何
な

る
響
き
を
一
不
す
の
か
。
（
司
・
コ
）
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こ
の
後
、
両
氏
は
島
崎
藤
村
の
「
夜
明
け
前
」
（
『
中
央
公
論
』
却
年
4
月
1

お
年
目
月
）
の
一
節
を
引
用
し
て
、
音
が
作
り
出
す
〈
風
景
〉
に
つ
い
て
説
明

す
る
。
さ
ら
に
坂
口
安
吾
の
「
F
A
C
E
に
就
て
L

（
『
青
い
烏
』
沼
年
3
月）

の
「
言
葉
に
は
言
葉
の
、
立
日
に
は
音
の
、
色
に
は
色
の
、
も
っ
と
純
粋
な
領
域

が
あ
る
は
ず
」
と
い
う
一
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の

水
の
〈
音
〉
は
、
そ
れ
は
特
権
化
さ
れ
る
芸
術
性
や
芸
術
家
特
有
の
感
覚
で
は

な
く
、
本
来
的
に
は
い
か
な
る
読
み
手
に
も
味
わ
い
得
、
そ
の
味
わ
い
の
妙
味

は
誰
に
で
も
深
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

「
文
学
的
な
〈
音
〉
に
着
目
し
た
う
え
で
、
読
み
手
は
い
か
に
観
取
し
（
聴
取

し
て
そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
」
（
前
掲
論
文
官
M
O
）
を
問
題
と

す
る
。



本
稿
で
は
、
両
氏
の
指
摘
を
参
考
と
し
つ
つ
、
両
氏
が
問
題
と
す
る
読
み
手

が
共
有
す
る
音
を
、
〈
音
〉
の
文
化
的
・
社
会
的
コ

l
ド
と
読
み
換
え
、
唐
詩
に

お
い
て
自
然
の
情
景
（
〈
風
景
〉
）
が
音
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
の
主
体
は
そ
の
音
を
ど
の
よ

う
に
「
き
（
聴
・
聞
こ
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
「
国
語
総

合
」
採
録
の
唐
詩
を
素
材
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

な
お
「
国
語
総
合
」
の
発
行
者
の
番
号
・
略
称
、
教
科
書
の
記
号
・
番
号
、

書
名
に
つ
い
て
は
注
②
を
参
照
。
以
下
で
取
り
上
げ
る
場
合
は
、
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
記
号
で
表
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

情
景
を
読
む
こ
と
と
学
習
の
手
引
き
・
脚
聞
に
つ
い

て

「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
の
自
然
描
写
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
新
学

習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
情
景
を
読
む
こ
と
」
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。
新
学
習
指
導
要
領
の
「
国
語
総
合
」
「
読
む
こ

と
」
の
指
導
事
項
に
、
「
文
章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に

即
し
て
読
み
味
わ
う
こ
と
o
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
「
『
情
景
』
と
は
、
文
章
に
描

か
れ
て
い
る
場
面
や
自
然
の
風
景
を
指
す
が
、
文
学
的
な
文
章
で
は
人
物
の
心

情
の
反
映
や
象
徴
、
物
事
が
起
こ
る
予
兆
な
ど
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
人
物
の
言
動
、
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
理
解
す

る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
大
圃
・
安
藤
両
氏
は
、
「
作
品
に
描
か
れ
た
情
景
を
ど
の
よ

う
に
豊
か
な
想
像
力
を
も
っ
て
と
ら
え
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生

活
体
験
を
豊
か
に
し
た
り
、
視
野
を
拡
大
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

（
前
掲
論
文
－
Y

ピ
）
と
い
う
観
点
か
ら
教
科
書
を
調
査
し
て
い
る
。
そ
し
て
あ

る
「
国
語
総
合
」
教
科
書
の
絵
か
ら
物
語
を
作
る
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
「
音

に
属
す
る
問
い
か
け
は
一
切
な
い
」
こ
と
や
、
太
宰
治
「
富
山
獄
百
景
」
の
学
習

の
手
引
き
に
「
聴
覚
刺
激
を
風
景
構
成
の
材
料
と
す
る
発
想
が
な
い
」
こ
と
を

指
摘
し
、
「
小
説
を
読
む
こ
と
で
し
か
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
〈
音
〉
を
聞
き
取

る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
o
」
（
前
掲
論
文
官
－
M
凶
）
と
述
べ
ら
れ

る。
で
は
、
「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
に
描
か
れ
て
い
る
情
景
は
、
学
習
の
手
引

き
な
ど
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
想
像
力
を
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
か
せ
、
読
み
味

わ
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
唐
詩
の
情
景
描

写
の
分
析
と
と
も
に
、
次
節
で
整
理
・
考
察
を
行
う
が
、
そ
の
前
に
各
教
科
書

に
お
け
る
学
習
の
手
引
き
と
脚
問
の
形
式
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
単
に
ま
と
め

て
お
く
。

学
習
の
手
引
き
の
形
式
は
、

①
唐
詩
の
単
元
の
ま
と
め
と
し
て
、
採
録
し
て
い
る
す
べ
て
の
詩
に
同
じ
問
い

を
す
る
（
A
B
C
D
E
G
L
M
）

②
採
録
し
て
い
る
詩
を
内
容
（
自
然
・
別
離
・
愛
情
）
で
分
け
て
、
共
通
し
た

問
い
を
す
る
（
R
S
）

③
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
で
問
う
（
F
H
I
J
K
N
O
P
Q
T
U
V
W
）

の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
c

た
だ
し
形
式
は
変
わ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
詩
で
作

者
の
状
況
や
心
情
が
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
関
連
し
て
自
然
の
情
景
の
描
か

れ
方
が
問
わ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
脚
問
は
、
学
習
の
手
引
き
で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
糸

43 -



口
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
聞
い
と
し
て
は
、
各

詩
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
諸
の
意
味
や
そ
れ
が
指
す
も
の
、
ま
た
各
句
の
解
釈
を

問
う
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
①
の
教
科
書
で
は
、
詩
に
よ
っ
て
は
脚
問
が
付
さ

れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。

「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
に
お
け
る
自
然
の
情
景
描

写

「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
は
三
八
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
自
然
の
情
景
が
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
三
三
首
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
三
首
は
、

（
ご
自
然
の
情
景
を
視
覚
的
に
捉
え
た
詩
一
八
首

三
一
）
自
然
の
情
景
を
聴
覚
的
に
捉
え
た
詩
一
首

（
一
三
自
然
の
情
景
を
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
詩
七
首

（
四
）
自
然
の
情
景
を
視
覚
的
に
捉
え
、
自
然
以
外
の
音
を
聴
覚
的
に
捉
え
た
詩

七
首

に
分
類
で
き
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
（
一
）
今
乙
（
三
）
に
つ
い
て
、
学
習
の
手
引
き
と
脚
聞

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
整
理

へむ

し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

（
ご
自
然
の
情
景
を
視
覚
的
に
捉
え
た
詩

王
維
「
送
元
一
一
使
安
西
」
『
一
ニ
体
詩
』
紅
（
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Q
R
S
T
U
V
W）

 

田
伺
城
朝
雨
泡
軽
塵
、
客
舎
青
青
柳
色
新

勧
君
更
尽
一
杯
酒
、
凶
出
陽
関
無
故
人

こ
の
詩
は
、
王
維
が
西
域
に
赴
任
す
る
友
人
元
二
を
謂
城
に
送
り
、
そ
の
無

事
を
祈
り
、
惜
別
の
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
第
一
句
・
第
二
句
は
、
朝
降
っ
た
雨
に
よ
っ
て
土
挨
が
洗
わ
れ
た

柳
の
み
ず
み
ず
し
さ
を
描
く
こ
と
で
、
元
二
が
旅
立
つ
朝
の
す
が
す
が
し
さ
が

強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
王
維
の
友
の
旅
立
ち
を
祝
し
、
旅
の
無
事
、
職

務
遂
行
を
願
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
第
一
旬
・
第
二
句
を
ど
の
よ
う
に
想
像
す
る
か
が
大
切
な
の
だ

が
、
三
塁
円
」
と
は
何
の
色
か
（
G
H
）
、
「
柳
色
新
」
と
あ
る
が
な
ぜ
か
（
I

J
）
、
第
一
・
二
句
は
作
者
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
（
S
）、

と
い
う
問
い
が
あ
る
。

そ
し
て
第
三
句
・
第
四
句
に
つ
い
て
、
「
勧
君
」
「
更
尽
」
や
「
西
出
陽
関
無

故
人
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
問
う
こ
と
が
多
い
（
D
E
N
O
P
Q
V
W
T
U）0

ま
た
「
清
城
」
「
安
西
」
「
陽
関
」
の
位
置
を
地
岡
で
確
か
め
さ
せ
る
問
い
も

多
い
（
G
H
K
L
M
V
W
）。
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李
白
「
静
夜
思
」
「
唐
詩
選
」
日
（
C
D
E
F
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
）

林
前
看
月
光
、
疑
是
地
上
霜
、
挙
頭
望
山
月
、
低
頭
思
故
郷

こ
の
詩
は
、
静
か
な
秋
の
夜
、
寝
台
の
前
の
白
い
月
光
を
見
、
頭
を
上
げ
て

山
月
を
見
れ
ば
、
故
郷
が
し
の
ば
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
李
白
の
視
線
の
動
き

を
追
い
な
が
ら
（
P
Q）
、
そ
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の



た
め
第
一
句
・
第
二
句
で
は
、
「
月
光
」
が
霜
に
見
え
た
の
は
な
ぜ
か
（
I
）、

「
林
前
」
に
「
月
光
」
を
「
看
」
る
の
は
な
ぜ
か
（
T
U
）
、
と
李
自
の
知
覚
の

過
程
と
理
由
が
問
わ
れ
、
第
三
句
・
第
四
句
で
は
、
「
山
月
」
と
「
故
郷
」
は
、

ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
（
L
M
S）
、
と
こ
の
詩
に
お
け
る
月
の
働
き
を

考
え
さ
せ
な
が
ら
、
「
低
頭
」
に
込
め
ら
れ
た
李
白
の
思
い
を
問
、
つ
（
F
N
O
）0

王
之
換
「
登
鶴
鵠
楼
」
『
唐
詩
選
」
日
（
B
D
G
I
J
L
M
R
S
V
W
）

白
日
依
山
尽
、
黄
河
入
海
流
、
欲
窮
千
里
目
、
更
上
一
層
楼

こ
の
詩
は
、
王
之
換
が
鶴
鵠
楼
に
登
っ
て
、
雄
大
な
自
然
を
眺
め
て
感
動
し
、

更
に
遠
く
ま
で
見
た
く
な
り
、
も
う
一
一
層
上
に
登
っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ

る。
そ
の
た
め
王
之
換
が
感
動
し
た
情
景
を
想
像
さ
せ
る
た
め
に
、
第
一
句
・
第

二
句
で
は
、
「
依
山
尽
」
「
入
海
流
」
と
は
ど
の
よ
う
な
眺
め
か
（
D
）
、
前
半
の

ご
句
に
は
ど
の
よ
う
な
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
か
（
I

J）
、
第
一
句
の
表
現
か

ら
ど
の
よ
う
な
光
景
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
L
M
）
、
と
視
覚
的

に
捉
え
た
情
景
を
確
認
す
る
問
い
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
第
三
句
・
第
四
句
に
込

め
ら
れ
た
作
者
の
心
情
が
問
わ
れ
る
（
S
V
W
）。

杜
甫
「
絶
句
」
「
唐
詩
選
』

6

（I
J
P
Q
V
W
）

江
碧
鳥
途
白
、
山
青
花
欲
燃
、
今
春
看
又
過
、
何
日
是
帰
年

こ
の
詩
は
、
杜
甫
が
色
鮮
や
か
な
春
が
巡
っ
て
来
て
、
万
物
は
生
を
謡
歌
し

て
い
る
の
に
、
自
分
は
な
す
こ
と
も
な
く
日
々
を
送
り
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
郷

里
に
帰
れ
る
の
か
と
我
が
身
の
不
遇
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
に
お
い
て
、
第
四
句
の
「
何
日
是
帰
年
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
理

解
す
る
（
V
W
）
に
は
、
第
一
句
・
第
二
句
の
生
き
生
き
と
し
た
春
の
情
景
と
、

そ
れ
に
対
す
る
あ
せ
り
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
第
一
句
・
第
二
句
に
つ
い
て
、
色
彩
を
表
し
て
い
る
言
葉
を
抜
き

出
す
（
I

J）
、
表
現
上
の
特
色
を
指
摘
す
る
（
V
W
）
、
と
「
江
」
「
山
」
、

「
碧
」
「
青
」
、
「
鳥
」
「
花
」
、
「
途
」
「
欲
」
、
「
白
L

「
燃
」
の
対
応
を
考
え
さ
せ
る

問
い
が
あ
る
。

杜
牧
「
山
行
」
『
三
体
詩
』

6

（A
I
J
K
L
M
）

遠
上
索
、
山
石
径
斜
、
白
雲
生
処
有
人
家

停
車
坐
愛
楓
林
晩
、
霜
葉
紅
於
二
月
花

45一

こ
の
詩
は
、
社
牧
が
晩
秋
に
人
里
を
離
れ
た
山
を
登
る
と
、
頂
上
に
人
家
を

見
つ
け
、
ま
た
山
深
い
辺
り
で
、
夕
日
に
映
え
る
楓
林
の
美
し
さ
に
感
動
し
た

こ
と
を
述
べ
る
。

社
牧
の
感
動
を
読
み
取
る
た
め
、
作
者
は
こ
の
詩
で
ど
の
よ
う
な
自
然
の
美

し
さ
を
発
見
し
た
の
か
（
I
J
K
）
、
作
者
は
楓
の
棄
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
発
見
し
た
の
か
（
L
M
）
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

ま
た
詩
全
体
に
描
か
れ
た
情
景
に
つ
い
て
、
「
寒
山
」
「
石
径
」
「
白
雲
」
の
寒

色
系
の
色
合
い
と
、
「
楓
林
晩
」
「
霜
葉
」
「
紅
」
「
二
月
花
」
の
暖
色
系
の
色
合

い
の
対
比
を
考
え
さ
せ
る
問
い
も
あ
る
（
K
）0

杜
甫
「
月
夜
」
「
唐
詩
三
百
首
』

5
（F
L
M
R
S）



今
夜
廊
州
月
、
問
中
只
独
看
、
這
憐
小
児
女
、
未
解
憶
長
安

香
霧
雲
髪
湿
、
清
輝
玉
牌
問
中
示
、
何
時
街
虚
幌
、
双
照
一
涙
痕
乾

こ
の
詩
は
、
賊
に
捕
ら
え
ら
れ
て
長
安
に
い
る
杜
甫
が
、
秋
の
夜
に
月
を
眺

め
、
乱
を
避
け
て
邸
州
に
い
る
妻
子
を
思
い
、
再
会
は
い
つ
の
こ
と
か
と
嘆
く

も
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
に
お
い
て
視
覚
で
捉
え
た
情
景
は
、
第
一
句
の
月
の
み
で
あ
る
。
そ

し
て
社
甫
が
実
際
に
眺
め
て
い
る
の
は
、
長
安
の
空
の
月
で
あ
る
が
、
そ
う
と

言
わ
ず
に
、
妻
が
眺
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
邸
州
の
空
の
月
を
思
い
浮
か
べ
て
い

る
。
そ
の
た
め
首
聯
・
領
聯
を
読
解
す
る
た
め
に
、
「
看
」
「
憐
」
「
憶
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
誰
の
動
作
か
（
L
M
）
、
「
未
解
憶
長
安
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
（
S
）、

と
主
語
を
確
認
す
る
問
い
が
あ
る
。

そ
し
て
作
者
の
子
ど
も
に
対
す
る
思
い
、
妻
に
対
す
る
思
い
は
ど
こ
に
ど
の

よ
う
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
（
F
て
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

李
白
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
『
唐
詩
選
』

4

（B
E
R
S
）

故
人
酉
辞
黄
鶴
楼
、
煙
花
三
月
下
揚
州

孤
帆
遠
影
碧
山
尽
、
唯
見
長
江
天
際
流

こ
の
詩
は
、
李
白
が
春
景
色
の
中
、
孟
浩
然
が
揚
州
に
下
っ
て
行
く
の
を
見

送
っ
た
際
の
心
情
を
一
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
句
の
「
辞
」
の
音

第
四
句
の
「
唯
見
」
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
考
、
え
さ
せ
る
問
い
（
E
）
や
、
作

者
の
送
別
の
気
持
ち
は
ど
こ
に
最
も
強
く
表
れ
て
い
る
か
（
S
）
、
と
い
っ
た
問

い
が
あ
る
。

古
同
耕
「
山
亭
夏
日
」
『
全
唐
詩
』

4

（A
N
O
P
）

緑
樹
陰
濃
夏
日
長
、
楼
台
倒
影
入
池
塘

水
精
簾
動
微
風
起
、
満
架
蓄
積
一
院
香

こ
の
詩
は
、
夏
の
山
荘
の
静
か
な
情
景
を
様
々
な
感
覚
で
表
現
し
た
も
の
で

あ
る
。第

一
句
で
は
、
夏
の
陽
射
し
の
強
さ
・
ま
ぶ
し
さ
と
、
樹
木
の
茂
っ
た
様
子

を
視
覚
的
に
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
「
緑
樹
陰
濃
」
と
い

う
表
現
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
か
（
P
）
、
と
い
う
向
い
が
あ

る。
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第
二
句
で
は
、
楼
台
の
影
が
逆
さ
ま
に
池
の
水
面
に
映
っ
て
い
る
様
子
が
視

覚
的
に
捉
え
ら
れ
、
第
三
句
で
は
、
微
風
に
よ
っ
て
水
日
聞
の
簾
が
揺
れ
る
様
子

が
視
覚
的
に
（
ま
た
か
す
か
に
聴
覚
的
に
）
捉
え
ら
れ
、
第
四
句
で
は
、
蕎
被

の
香
り
が
庭
の
隅
々
ま
で
広
が
る
様
子
が
嘆
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
詩
で
は
、
様
々
な
感
覚
で
捉
え
た
情
景
が
表
現
さ
れ
て
い

る
が
、
問
い
は
視
覚
に
限
ら
れ
、
聴
覚
や
嘆
覚
に
つ
い
て
の
問
い
は
な
い
。

杜
甫
「
登
岳
陽
楼
」
『
唐
詩
選
』

3
（E
V
W
）

士
日
開
洞
庭
水
、
今
上
岳
陽
楼
、
呉
楚
東
南
訴
、
乾
坤
日
夜
浮

親
朋
無
一
字
、
老
病
有
孤
舟
、
戎
馬
関
山
北
、
窓
軒
沸
、
姻
流

こ
の
詩
は
、
念
願
で
あ
っ
た
岳
陽
楼
に
登
っ
た
杜
甫
が
、
壮
大
な
眺
望
の
中



で
、
自
ら
の
漂
泊
と
老
い
の
嘆
き
と
、
国
家
へ
の
憂
慮
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

前
半
の
四
句
で
は
、
大
自
然
に
対
す
る
感
動
と
人
間
の
小
さ
さ
を
詠
ん
で
お

り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
情
景
を
眺
め
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
c

そ
の
た
め
「
乾
坤
日
夜
浮
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
景
観
を
い

う
か
（
E
）
、
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。

そ
し
て
ま
と
め
と
し
て
、
前
半
と
後
半
の
内
容
の
違
い
や
、
後
半
に
作
者
の

ど
の
よ
う
な
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
（
V

W
て
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

李
商
隠
「
登
楽
遊
原
」
『
唐
詩
三
百
首
』

I
（K
）

向
晩
意
不
適
、
駆
車
登
古
原
、
夕
陽
無
限
好
、
只
日
疋
近
黄
昏

こ
の
詩
は
、
心
が
晴
れ
な
い
ま
ま
、
車
を
走
ら
せ
て
楽
遊
原
に
登
っ
た
李
商

隠
が
見
た
、
ま
さ
に
沈
み
ゆ
く
夕
日
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

問
い
は
、
ま
ず
作
者
は
な
ぜ
「
古
原
」
に
登
っ
た
の
か
（
K
）
、
と
い
う
こ
と

を
確
認
し
、
楽
遊
原
に
登
っ
た
作
者
が
見
た
の
は
ど
の
よ
う
な
情
景
か
（
K
）、

と
い
う
こ
と
を
問
、
っ
。

以
上
の
一

O
首
に
お
い
て
、
視
覚
的
に
捉
え
て
描
か
れ
て
い
る
白
然
の
情
景

は
、
色
鮮
や
か
な
植
物
、
離
れ
ば
な
れ
の
人
の
心
を
つ
な
ぐ
月
、
大
河
・
夕
日

と
い
っ
た
壮
大
な
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
る
作
者
の
心
情
を
考
え
て

い
く
の
だ
が
、
学
習
の
手
引
き
や
脚
向
に
、
彼
ら
が
視
覚
的
に
捉
え
た
自
然
の

情
景
に
関
す
る
問
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
切
り
口
と
し
て
、
学
習
者
が
想
像
し
読

み
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
八
首
に
は
、
自
然
の
情
景
に
関
す
る
具
体
的
な

問
い
は
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
四
首
で
は
作
者
の
状
況
を
問
う
て
い
る
の
で
、

実
際
の
教
室
で
は
教
師
の
発
問
と
し
て
、
作
者
が
目
に
し
て
い
る
も
の
を
問
う

の
で
あ
ろ
、
っ
。

二
）
自
然
の
情
景
を
聴
覚
的
に
捉
え
た
情
景

孟
浩
然
「
春
暁
」
『
唐
詩
選
』
日
（
A
B
C
D
E
H
K
N
O
P
Q
T
U
）

春
眠
不
覚
暁
、
処
処
開
時
鳥
、
夜
来
風
雨
声
、
花
落
知
多
少

こ
の
詩
は
、
夜
明
け
を
知
ら
ず
に
眠
っ
て
い
た
孟
浩
然
が
、
烏
の
声
で
目
を

覚
ま
し
、
ふ
と
昨
夜
は
風
雨
が
強
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
花
が
た
く
さ
ん

散
っ
た
だ
ろ
う
と
、
過
ぎ
ゆ
く
春
を
惜
し
む
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
不
覚
暁
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
（
D
E
U
）
、
作
者
は
ど
こ
に
い
て

こ
の
詩
を
詠
じ
て
い
る
か
（
E
て
ど
の
よ
う
な
状
態
で
い
る
と
き
に
詠
ん
だ

の
か
（
N
O
）
、
と
作
者
の
状
況
を
問
、
っ
。

そ
し
て
、
作
者
が
寝
床
で
耳
に
し
た
も
の
は
何
か
（
H
）
、
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
、
自
然
の
音
に
よ
っ
て
わ
き
起
こ
る
そ
の
心
情
を
、
「
問
時
鳥
」
と
あ
る
が

作
者
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
聞
い
て
い
る
か
考
え
な
さ
い
（
P
Q）
、
「
夜
来

風
雨
声
」
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
聞
い
た
の
か
考
え
て
み
よ
う
（
T
U
）、

「
花
落
知
多
少
」
に
は
作
者
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
話

し
合
っ
て
み
よ
う
（
H
）
、
と
い
っ
た
問
い
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
K
に
は
、
一
海

知
義
氏
に
よ
る
解
説
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
学
宵
の
手
引
き
と
脚
問
で
は
、
作
者
の
状
況
や
耳
に
し
た
青

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る

が
、
聴
覚
の
特
性
を
よ
り
深
く
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
聞
い
は
な
い
。
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）
自
然
の
情
景
を
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
詩

杜
牧
「
江
南
春
」
『
三
体
詩
』

5

（D
F
G
R
S
）

千
里
鴛
晴
緑
映
紅
、
水
村
山
郭
酒
旗
風

南
朝
四
百
八
卜
寺
、
多
少
楼
ム
口
煙
雨
中

こ
の
詩
は
、
杜
牧
が
江
南
の
美
し
く
の
ど
か
な
春
景
色
を
見
て
い
る
う
ち
に
、

昔
仏
教
文
化
が
栄
え
た
南
朝
の
都
建
康
の
風
景
が
浮
か
ん
で
き
た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

第
一
句
・
第
二
句
で
は
、
草
木
の
「
緑
」
、
花
の
「
紅
」
、
酒
旗
の
「
青
」
と

視
覚
で
捉
え
た
も
の
と
、
「
鴬
」
の
鳴
き
声
と
い
う
聴
覚
で
捉
え
た
も
の
に
よ
っ

て
、
春
の
美
し
さ
、
の
ど
か
さ
を
表
現
し
、
第
三
句
・
第
四
句
で
は
、
霧
雨
の

け
ぶ
る
古
都
の
た
た
ず
ま
い
を
視
覚
的
に
捉
え
て
表
現
す
る
。

こ
の
詩
の
前
半
と
後
半
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
前
半
を
色
彩
画
、

後
半
を
水
墨
画
に
た
と
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
聞
い
に
は
、
前
半
句
と
後
半
句

の
風
景
描
写
の
遠
い
と
そ
の
理
由
を
考
え
よ
う
（
F
）
、
と
あ
る
。

杜
甫
「
登
高
」
『
唐
詩
選
』

3

（D
L
M
）

風
急
天
高
猿
鳴
哀
、
渚
清
沙
白
鳥
飛
週
、
無
辺
落
木
粛
粛
下
、
不
尽
長
江
波
液
来

万
里
悲
秋
常
作
客
、
百
年
多
病
独
見
去
円
穀
難
苦
恨
繁
霜
費
、
涼
倒
新
停
濁
酒
杯

こ
の
詩
は
、
杜
甫
が
重
陽
の
節
句
に
高
ム
口
に
登
り
、
寂
し
い
峡
谷
の
秋
の
風

景
を
眺
め
な
が
ら
、
生
涯
の
不
遇
を
嘆
き
悲
し
む
も
の
で
あ
る
。

前
半
の
四
句
は
寂
し
い
秋
の
風
景
を
、
第
一
句
で
急
な
風
音
と
猿
の
哀
し
げ

な
声
、
第
三
句
で
風
に
吹
か
れ
て
枝
葉
の
落
ち
る
も
の
寂
し
い
音
を
聴
覚
的
に

表
現
し
、
第
二
匂
で
「
渚
」
「
沙
」
の
色
や
飛
ぶ
烏
の
姿
、
第
四
句
で
尽
き
る
こ

と
な
く
流
れ
る
長
江
の
様
子
を
視
覚
的
に
捉
え
て
表
現
す
る
。

そ
し
て
後
半
四
句
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
を
前
に
し
た
社
甫
の
思
い
が
述

べ
ら
れ
る
が
、
聞
い
は
、
前
半
と
後
半
の
内
容
の
違
い
を
考
え
さ
せ
る
（
D
L

M
）。と

こ
ろ
で
こ
こ
に
挙
げ
た
社
牧
「
江
南
春
」
と
先
の
孟
浩
然
「
春
暁
」
に
描

か
れ
る
烏
の
声
は
、
春
の
心
地
よ
さ
や
春
澗
漫
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
古

く
は
『
詩
経
』
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
杜
甫
「
登
高
」
に
描
か
れ
る

「
猿
声
」
は
、
三
国
か
ら
六
朝
初
期
に
か
け
て
、
秋
の
悲
哀
や
旅
愁
を
駆
り
立
て

⑮
 

る
も
の
と
し
て
一
般
化
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
音
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
景
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
中
国
古
典
、

詩
に
多
く
詠
ま
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
〈
音
〉
の
文
化
的
・
社
会
的
コ
ー

ド
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
そ
の
よ
う
に
「
き
（
聴
・
聞
こ
か
な
い
テ
キ
ス
ト

の
主
体
が
い
る
。
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劉
廷
芝
「
代
悲
白
頭
翁
」
『
唐
詩
選
』

l

（I
）

洛
陽
城
東
桃
李
花
、
飛
来
飛
去
落
誰
家
、
洛
陽
女
児
好
顔
色
、
行
逢
落
花
長
聖
息

今
年
花
落
顔
色
改
、
明
年
花
開
復
誰
在
、
己
見
松
柏
擢
為
薪
、
更
聞
桑
田
変
成
海

古
人
無
復
洛
城
東
、
今
人
還
対
落
花
風
、
年
年
歳
歳
花
相
似
、
歳
歳
年
年
人
不
同

寄
言
全
盛
紅
顔
子
、
応
憐
半
死
白
頭
翁
、
此
翁
白
頭
真
可
憐
、
伊
昔
紅
顔
美
少
年

公
子
王
孫
芳
樹
下
、
清
歌
妙
舞
落
花
前
、
光
禄
池
台
関
錦
繍
、
将
軍
楼
閣
画
神
仙

一
朝
臥
病
無
相
識
、
三
春
行
楽
在
誰
辺
、
宛
転
蛾
眉
能
幾
時
、
須
央
錦
町
髪
乱
如
川
村

但
看
古
来
歌
舞
地
、
惟
有
黄
昏
烏
雀
悲



こ
の
詩
は
、
若
い
女
児
と
白
頭
翁
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の

衰
え
易
い
こ
と
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。

視
覚
的
に
捉
え
た
落
花
の
情
景
か
ら
話
が
展
開
し
て
い
る
た
め
、
な
ぜ
落
花

に
あ
っ
て
た
め
息
を
つ
く
の
か
、
詩
中
に
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を

抜
き
出
せ
、
と
落
花
に
着
目
さ
せ
る
問
い
（
I
）
が
あ
る
。
ま
た
他
に
、
第
七

句
・
第
八
句
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
「
半
死
白
頭

翁
」
を
「
応
憐
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
（
I
）
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
最
後
の
二
句
に
描
か
れ
る
の
は
自
然
の
情
景
で
は
な
い
が
、

か
つ
て
歌
舞
で
賑
わ
っ
た
洛
陽
城
の
東
の
地
の
寂
し
い
た
た
ず
ま
い
を
、
夕
暮

れ
時
の
小
鳥
た
ち
の
悲
し
げ
な
さ
え
ず
り
が
あ
る
だ
け
だ
、
と
表
現
し
て
い
る

の
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

杜
甫
「
春
望
」
『
唐
詩
三
百
首
』
凶
（
B
C
D
E
I
J
K
N
O
P
Q
R
S
U
）

国
破
山
河
在
、
城
春
草
木
深
、
感
時
花
機
一
涙
、
恨
別
烏
驚
心

峰
火
連
三
月
、
家
主
同
抵
万
金
、
白
頭
接
更
短
、
海
欲
不
勝
替

こ
の
詩
は
、
人
間
の
世
界
で
戦
乱
の
続
く
中
で
も
自
然
は
変
わ
ら
ず
循
環
し

て
い
て
、
そ
ん
な
春
に
も
か
か
わ
ら
ず
悲
し
い
思
い
が
募
り
、
や
ま
ぬ
戦
乱
や

家
族
と
の
別
れ
に
心
を
痛
め
、
老
い
て
い
く
我
が
身
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。

首
聯
で
は
、
視
覚
的
に
捉
え
た
春
の
情
景
を
表
現
し
て
お
り
、
人
間
と
自
然

を
対
比
し
て
い
る
た
め
、
「
破
」
「
在
」
の
意
味
を
問
、
つ
（
I
J
K
U
）0

領
聯
で
は
、
本
来
な
ら
ば
楽
し
い
春
の
花
を
見
て
も
一
涙
が
流
れ
、
烏
の
鳴
き

声
を
聞
い
て
も
心
が
ピ
ク
ッ
と
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
視
覚
と
聴

覚
で
春
の
風
物
を
描
い
て
お
り
、
問
い
で
「
花
漉
一
保
」
「
烏
驚
心
」
の
意
味
を
問

⑪
 

う
（
S
）
こ
と
は
、
杜
甫
の
心
情
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
頚
聯
で
は
、
前
半
の
「
時
」
「
別
」
を
我
が
身
に
引
き
つ
け
て
お
り
、

そ
の
理
解
の
た
め
に
「
蜂
火
」
は
、
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
（
N
O
）
、
な
ぜ

「
家
主
日
」
は
「
万
金
」
に
相
当
す
る
の
か
（
I
J
K
）
、
と
い
う
問
い
が
あ
り
、

尾
聯
の
「
白
頭
播
更
短
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
（
D
E
P
Q
R
S
U
）
や
、
「
欲

不
勝
箸
」
の
意
味
を
問
、
つ
（
P
Q）。

李
白
「
早
発
白
帝
城
」
『
唐
詩
選
』

6
（G
H
L
M
V
W
）

朝
辞
白
帝
彩
雲
問
、
千
里
江
陵
一
日
還

両
岸
猿
声
時
不
尽
、
軽
舟
己
過
万
重
山

こ
の
詩
は
、
流
刑
で
あ
っ
た
李
白
が
そ
の
途
中
で
大
赦
に
あ
い
、
早
朝
に
白

帝
城
を
出
発
し
て
、
千
里
下
流
の
江
陵
ま
で
た
っ
た
一
日
で
帰
る
際
の
情
景
と

そ
の
喜
び
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

聞
い
は
、
色
の
対
比
（
H
）
、
数
を
表
す
言
葉
の
対
比
（
H
）
、
「
軽
舟
」
と

「
万
重
山
」
の
対
比
（
V
W
）
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
表
現
効

果
を
問
、
っ
。
そ
し
て
作
者
の
移
動
距
離
を
地
図
で
確
認
さ
せ
る
（
G
H
）
も
の

も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
い
は
、
視
覚
的
に
捉
え
た
情
景
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
そ
の
喜
び
ゃ
ス
ピ
ー
ド
感
は
あ
る
程
度
読
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
来
悲
し
み
を
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
「
猿
声
」
が
、
ど

の
よ
う
に
聞
こ
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
劉
廷
芝
「
代
悲
白
頭
翁
」
と
杜
甫
「
春
望
」
は
烏
の
鳴
き
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声
を
、
李
白
「
早
発
白
帝
城
」
は
「
猿
声
」
を
、
文
化
的
・
社
会
的
コ

l
ド
と

は
異
な
る
〈
音
〉
と
し
て
「
き
（
聴
聞
こ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ

う
に
描
か
れ
た
自
然
の
音
に
着
目
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
主
体
が
世
界
を
ど
の
よ

う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
を
考
え
、
そ
の
「
心
」
に
迫
る
読
み
を
行
う
の
は
、

重
要
で
あ
ろ
う
。

柳
宗
元
「
江
雪
」
『
唐
詩
三
百
首
』
凶
（
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
N
O
P
Q
R

S）
 

千
山
鳥
飛
絶
、
万
径
入
院
滅
、
孤
舟
蓑
笠
翁
、
独
釣
寒
江
雪

こ
の
詩
は
、
厳
し
い
雪
景
色
の
中
、
蓑
笠
を
着
け
た
翁
が
江
に
小
舟
を
浮
か

べ
て
、
釣
り
糸
を
垂
れ
る
孤
独
な
姿
を
詠
む
。

聞
い
は
、
ま
ず
第
一
旬
・
第
二
句
の
情
景
に
つ
い
て
問
う
も
の
（
H
K
）
や
、

雪
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
烏
や
人
の
姿
が
見
え

な
い
の
は
な
ぜ
か
（
I

J）
、
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
第
三
句
・
第
四
匂
で
は
、
作
者
の
姿
が
翁
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
ふ
ま
え
、
「
孤
舟
」
と
は
ど
の
よ
う
な
舟
か
（
E
）
、
「
蓑
笠
翁
」
と
は
誰
の
こ

と
か
（
N
O
）
、
と
い
っ
た
向
い
や
、
「
独
釣
宮
本
江
雪
」
に
つ
い
て
、
作
者
の
心

情
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
（
D
E
H
K
て
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

こ
の
詩
に
描
か
れ
た
情
景
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
実
景
か
心
象
風
景
か
と

い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
ザ
稿
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
詩
に
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
降
り
し
き
る
雪
を
除
け
ば
、
動
く
も
の
は
何
も
な
い
音
の
消

え
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
情
景
を
画
の
よ
う
に
理

解
す
る
だ
け
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
、
静
寂
に
包
ま
れ
た
世
界
が
そ
こ
に
広
が
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
音
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
な
い
と
、
テ
キ

ス
ト
の
主
体
の
「
心
」
に
迫
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

杜
甫
「
春
夜
喜
雨
」
「
杜
工
部
集
』

l

（A
）

好
雨
知
時
節
、
当
春
乃
発
生
、
随
風
潜
入
夜
、
潤
物
細
無
声

野
径
雲
倶
黒
、
江
船
火
独
明
、
暁
看
紅
湿
処
、
花
重
錦
宮
城

こ
の
詩
の
前
半
四
句
は
、
降
る
べ
き
時
を
知
り
、
春
に
万
物
を
生
育
さ
せ
る

雨
が
、
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
閣
の
中
に
し
の
び
、
も
の
を
潤
し
て
音
も
な
く
細

や
か
に
降
る
こ
と
を
一
言
う
。
後
半
四
句
は
、
小
道
が
雲
一
に
よ
っ
て
黒
く
閉
ざ
さ

れ
て
い
る
中
、
漁
り
火
だ
け
が
ぽ
つ
ん
と
光
る
様
、
そ
し
て
翌
朝
に
紅
が
雨
に

濡
れ
そ
ぼ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
錦
官
城
の
花
も
雨
に
濡
れ
て
重
厚
さ
を
た
た

え
て
い
る
、
だ
ろ
う
、
と
想
像
す
る
こ
と
を
言
う
。

聞
い
は
、
詩
に
う
た
わ
れ
て
い
る
状
況
・
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
A
）、

で
あ
る
。

杜
甫
に
は
雨
を
詠
ん
だ
詩
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
考
察
す
る
必
要
が

あ
り
、
ま
た
社
甫
以
前
の
詩
に
お
い
て
、
雨
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
き
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
細
や
か
な
雨
が
潜
か
に
音
も

な
く
降
る
こ
と
に
つ
い
て
、
学
習
者
に
想
像
さ
せ
る
の
は
、
雨
を
喜
ぶ
テ
キ
ス

ト
の
主
体
の
「
心
」
に
迫
る
上
で
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

こ
の
二
首
は
、
無
音
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
聴
覚
的
に
捉
え
た
自

然
の
情
景
を
考
え
る
際
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
音
か
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
す

る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
音
の
な
い
情
景
を
描
い
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
を
重
視
し
た
上
で
、
テ
キ
ス
ト
の
主
体
の
「
心
」
に
迫
る
こ
と
は
、
大
切
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な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
音
に
あ
ふ
れ
た
世
界
に
住
む
我
々
に
、

「
き
（
聴
・
聞
）
く
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
り
得

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
自
然
の
情
景
を
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
詩
七
首
を
見
て
き
た
が
、
こ

れ
ら
の
学
習
の
手
引
き
と
脚
問
で
は
、
杜
甫
「
春
望
」
の
「
恨
別
鳥
驚
心
」
へ

の
問
い
以
外
に
、
聴
覚
に
関
す
る
問
い
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
杜
甫
「
春
望
」
で
は
、
「
破
」
「
在
」
「
蜂
火
」
の
意
味
を
問
い
、
李
白

「
早
発
白
帝
城
」
、
杜
牧
「
江
南
春
」
、
杜
甫
「
登
高
」
で
は
、
自
然
の
情
景
を
視

覚
的
に
捉
え
た
色
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
詩
を
読
み
味
わ
う
際
に
、

視
覚
的
な
情
景
に
注
目
し
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。

し
か
し
自
然
の
音
に
着
目
し
、
〈
音
〉
の
文
化
的
・
社
会
的
コ

l
ド
と
の
ず
れ

や
無
音
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
読
み
を
立
体
化
し
、
テ
キ
ス
ト
の

主
体
の
「
心
」
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
有
効
で
、
重
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四

小
結
と
今
後
の
課
題

こ
こ
ま
で
「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
を
、
（
ご
自
然
の
情
景
を
視
覚
的
に

捉
え
た
詩
、
（
二
）
自
然
の
情
景
を
聴
覚
的
に
捉
え
た
詩
、
（
三
）
白
然
の
情
景

を
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
詩
、
に
分
類
し
、
そ
の
学
習
の
手
引
き
や
脚
問
に
つ

い
て
整
理
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
言
え
る
こ
と
は
、
視
覚
に
着
目
さ
せ
る
向
い
が
多
く
設
け
ら
れ
る

の
に
対
し
、
聴
覚
に
着
目
さ
せ
る
聞
い
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

人
聞
は
視
覚
優
位
の
文
化
の
中
で
生
活
し
て
い
る
た
め
、
自
然
の
情
景
を
描

く
際
に
は
、
視
覚
で
捉
え
た
情
景
が
中
心
に
な
り
、
結
果
そ
れ
に
着
目
す
る
聞

い
が
増
え
、
聴
覚
へ
の
問
い
が
少
な
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
作
風
や
出
典
と
な
る
『
三
体
詩
』
『
唐
詩
選
』
「
唐
詩
三
百
首
』
の
編
纂

に
関
す
る
問
題
、
そ
し
て
こ
れ
ら
が
日
本
に
伝
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
「
国
語
総
合
」
に
採
録
さ
れ
る
唐
詩
の
、
教

材
と
し
て
の
歴
史
や
意
義
な
ど
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
学
習
の
手
引
き
や
脚
聞
に
問
い
が
記
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ

て
、
実
際
の
教
室
で
は
、
教
員
の
発
問
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
く
こ
と
も
想
像

で
き
る
。
た
だ
唐
詩
の
〈
風
景
〉
を
学
習
者
が
立
体
的
に
読
む
、
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
現
行
の
「
国
語
総
合
」
教
科
書
の
学
習
の
手
引
き
と
脚
問
で
は
、

少
し
心
許
な
い
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
の
が
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
〈
音
〉
の
文
化
的
・
社
会
的
コ
ー

ド
の
問
題
も
含
め
、
音
が
作
り
出
す
〈
風
景
〉
を
考
え
る
学
習
を
通
し
て
、
学

習
者
の
読
み
を
立
体
化
し
、
テ
キ
ス
ト
の
主
体
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、

そ
こ
に
主
体
の
ど
の
よ
う
な
「
心
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
学

習
者
に
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
学
習
を
今
後
は
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
学
習
を
通
し
て
、
我
々
は
世
界
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
、
っ
。

自
然
の
音
に
限
っ
た
た
め
、
今
回
考
察
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
「
国

語
総
合
」
に
は
、
自
然
の
情
景
を
視
覚
的
に
捉
え
、
自
然
以
外
の
音
を
聴
覚
的

に
捉
え
た
詩
が
七
首
採
録
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
然
を
視
覚
的
に
捉
え
た
中
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で
聞
こ
え
る
歌
曲
、
鐘
の
音
、
別
れ
の
場
面
で
噺
く
馬
の
声
な
ど
が
表
現
さ
れ

寸叫
J

て
い
る
。
ま
た
李
白
「
春
夜
洛
域
間
笛
」
『
唐
詩
選
』

2
（
I
J）
「
誰
家
玉
笛

暗
飛
声
、
散
入
春
風
満
洛
城
、
此
夜
曲
中
間
折
柳
、
何
人
不
起
故
園
情
」
の
よ

う
に
、
暗
闇
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
笛
の
音
に
よ
っ
て
、
わ
き
起
こ
る
感
情
を
述

べ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
音
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
音
〉
の
文
化
的
・
社

会
的
コ

l
ド
の
問
題
な
ど
、
「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
に
お
け
る
音
に
つ
い
て
、

総
合
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

に
し
た
い
。

最
後
に
、
本
稿
は
「
き
（
聴
・
聞
）
く
」
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
稿
者
ゆ
え

の
偏
っ
た
考
察
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
書
き
記
し
、

公
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
賢
の
ご
批
正
を
仰
ぐ
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

注①
拙
稿
「
西
晋
の
詩
に
お
け
る
自
然
の
音
に
つ
い
て
」
（
「
中
国
中
世
文
学
研

究
』
第
日
号
・
他
年
3
月
・

3
・N
？
凶
国
）
、
「
『
詩
経
』
に
お
け
る
自
然
の
音
に

つ
い
て
」
（
『
中
国
学
研
究
論
集
』
第
初
号
・
侃
年
3
月
・
苫
｝
｜
｝
凶
）
、
「
『
楚

辞
』
に
お
け
る
自
然
の
音
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
日
号
・

他
年
9
月
・
宅
・

3
出）

②

A
2東
書
国
総
別
刷
新
編
国
語
総
合
、

B
2
東
書
国
総
悦
精
選
国
語
総
合

C
2東
童
日
・
国
総
似
国
語
総
合
古
典
編
、
D
日
三
省
堂
国
総
制
高
等
学
校
国
語
総
合
古
典
編

E
日
三
省
堂
国
総
抑
精
選
国
語
総
合
、
F
日
三
省
堂
国
総
湖
明
解
国
語
総
合

G
げ
教
出
国
総
別
国
語
総
合
、

Hη
国
総
日
新
編
国
語
総
合
言
葉
の
世
界
へ

ー
日
大
修
館
回
総
幻
国
語
総
合
古
典
編
、

J
m大
修
館
回
総
幻
精
選
国
語
総
合

③ 

k
m山
大
修
館
国
総
別
新
編
国
語
総
合
、

L
m数
研
国
総
別
国
語
総
合
古
典
編

M
川
出
数
研
回
総
釦
高
等
学
校
国
語
総
合
、

N
川
明
治
国
総
制
高
等
学
校
国
語
総
合

0
山
明
治
国
総
却
精
選
国
語
総
合
古
典
編
、

p
m筑
摩
国
総
泌
精
選
国
語
総
合
古
典
編

Q
m筑
摩
国
総

m国
語
総
合
、

R
m第
一
国
総
型
高
等
学
校
新
一
訂
国
語
総
合
古
典
編

s
m
m第
一
国
総
溺
高
等
学
校
国
語
総
合
、

T
m第
一
国
総
釘
高
等
学
校
標
準
国
語
総
合

u
m第
一
回
総
獄
高
等
学
校
新
編
国
語
総
合
、

v
m桐
原
因
総
澗
探
求
国
語
総
合
古
典
編

W
M
桐
原
因
総
知
国
語
総
合

全
三
八
首
。
採
録
数
の
多
い
順
。
同
数
の
場
合
は
生
年
の
早
い
順
。

（
一
）
白
然
の
情
景
を
視
覚
的
に
捉
え
た
詩
一
八
首

王
維
「
送
元
一
一
使
安
西
」
辺
、
李
白
「
静
夜
思
」
日
、
王
之
決
「
登
鶴
鵠

楼
」
日
、
社
甫
「
絶
句
」

6
、
杜
牧
「
山
行
」

6
、
杜
甫
「
月
夜
」

5
、

李
白
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」

4
、
古
同
耕
「
山
亭
夏
日
」

4
、
杜
甫

「
登
岳
陽
楼
」

3
、
章
応
物
「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」

3
、
李
白
「
望
鹿

山
濠
布
」

2
、
杜
甫
「
旅
夜
書
懐
」

2
、
歌
津
「
秋
日
」

2
、
王
昌
齢

「
芙
蓉
楼
送
辛
漸
」

l
、
孟
浩
然
「
臨
洞
庭
」

1
、
李
白
「
山
中
与
幽
人
対

酌」

1
、
李
白
「
峨
眉
山
月
歌
」

l
、
李
商
隠
「
登
楽
遊
原
」

1

（
二
）
自
然
の
情
景
を
聴
覚
的
に
捉
え
た
詩
一
首

孟
浩
然
「
春
暁
」
日

（
三
）
自
然
の
情
景
を
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
詩
七
首

柳
宗
元
「
江
雪
」
凶
、
杜
甫
「
春
望
」

M
、
李
白
「
早
発
白
帝
城
」

6
、

杜
牧
「
江
南
春
」

5
、
杜
甫
「
登
高
」

3
、
劉
廷
芝
「
代
悲
白
頭
翁
」

l
、

杜
甫
「
春
夜
喜
雨
」

l

（
四
）
自
然
の
情
景
を
視
覚
的
に
捉
え
、
自
然
以
外
の
音
を
聴
覚
的
に
捉
え

た
詩
七
首
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王
翰
「
涼
州
詞
」
目
、
白
居
易
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
対
月
憶
元
九
」

辺
、
白
居
易
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」

9
、
李
白

「
送
友
人
」

4
、
張
継
「
楓
橋
夜
泊
」

2
、
王
維
「
竹
里
館
」

l
、
李
白

「
贈
迂
倫
」

l

（
五
）
そ
の
他
五
首

李
白
「
春
夜
洛
城
間
笛
」

2
、
杜
牧
「
贈
別
」

2
、
賀
知
章
「
回
郷
偶
書
」

l
、
王
維
「
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
」

1
、
子
武
陵
「
勧
酒
」

l

④
各
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
編
「
校
注
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』
（
大
修

館
書
店
－

U
年
日
月
）
、
森
野
繁
夫
『
漢
文
の
教
材
研
究
漢
詩
編
（
一
）
』
（
渓

水
社
・
路
年
l
月）・

7
（
二
）
』
（
ク
卯
年
9
月
）
、
鎌
田
正
・
田
部
井
文

雄
監
修
『
研
究
資
料
漢
文
学
詩
I
』
（
明
治
書
院
・
何
年
4
月）・

7
詩
E
』

7
例
年
6
月）・

7
詩
E
』

7
・
mm
年
1
月
）
、
漢
詩
・
漢
文
教
材
研
究

会
編
「
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
漢
詩
I
1
W」
（
日
間
平
社
・
旧
年
5
月
）
な
ど

を
参
考
に
し
た
。

⑤
作
者
名
・
詩
題
・
出
血
ハ
の
後
の
数
字
は
、
採
録
し
て
い
る
教
科
書
の
数
を

表
す
。

⑥
章
応
物
「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」
『
唐
詩
選
』

3

（K
O
P
）
「
懐
君
属

秋
夜
、
散
歩
一
部
涼
天
、
山
空
松
子
落
、
断
人
応
未
眠
」
「
君
」
は
、
誰
を
さ

す
か
、
作
者
が
第
四
句
で
「
幽
人
応
未
眠
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か

（K
）0

「
幽
人
」
が
眠
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
考
え
な
さ
い
（
P

Q
）0

李
白
「
望
鹿
山
濠
布
」
『
李
太
白
文
集
』

2

（B
C
）
「
日
照
香
炉
生
紫
煙
、

温
看
爆
布
桂
前
川
、
飛
流
直
下
三
千
尺
、
疑
是
銀
河
落
九
天
」
そ
れ
ぞ
れ
の

詩
に
う
た
わ
れ
て
い
る
状
況
・
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
B
C
）C

杜
甫
「
旅
夜
書
懐
」
「
唐
詩
選
』

2

（G
H
）
「
細
草
微
風
岸
、
危
橋
独
夜

舟
、
日
生
垂
平
野
閥
、
月
湧
大
江
流
、
名
量
文
章
著
、
官
因
老
病
休
、
瓢
瓢
何

所
似
、
天
地
一
沙
鴎
」
自
然
の
情
景
や
作
者
の
心
情
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
か
（
G
）
。
作
者
は
自
分
の
姿
を
何
に
た
と
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
こ

の
詩
か
ら
作
者
の
ど
の
よ
う
な
境
遇
が
読
み
取
れ
る
か
（
H
）0

欧
海
「
秋
日
」
『
唐
詩
選
』

2

（N
O
）
「
返
照
入
間
巷
、
憂
来
誰
共
語
、

古
道
少
人
行
、
秋
風
動
禾
黍
」
作
者
の
心
情
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
よ
う

（

N
O）

0
 

李
白
「
峨
眉
山
月
歌
」
『
唐
詩
選
』

l

（A
）
「
峨
眉
山
月
半
輪
秋
、
影
入

平
売
江
水
流
、
夜
発
清
渓
向
三
峡
、
忠
君
不
見
下
泳
州
」
詩
に
う
た
わ
れ
て

い
る
状
況
・
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
「
君
」
と
は
、
何
を
指
す
か

（

A
）

0
 

王
昌
齢
「
芙
蓉
楼
送
辛
漸
」
『
唐
詩
三
百
首
』

1

（C
）
「
寒
雨
連
天
夜
入

湖
、
平
明
送
客
楚
山
孤
、
洛
陽
親
友
如
相
問
、
一
片
泳
心
在
玉
壷
」
詩
に
う

た
わ
れ
て
い
る
状
況
・
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
C
）。

子
且
浩
然
「
臨
洞
庭
」
『
唐
詩
選
』

1

（D
）
「
八
月
湖
水
平
、
｝
幽
虚
混
太
清
、

気
蒸
雲
夢
沢
、
波
撚
岳
陽
城
、
欲
済
無
舟
揖
、
端
居
恥
聖
明
、
坐
観
垂
釣
者
、

徒
有
羨
魚
情
」
「
欲
済
無
舟
椅
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
て
い

る
か
、
詩
の
前
半
と
後
半
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
、
詩
に
表

現
さ
れ
て
い
る
情
景
や
心
情
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
み
よ
う
（
D
）C

李
白
「
山
中
与
闘
人
対
酌
」
『
李
太
白
集
』

l

（K
）
「
両
人
対
酌
山
花
開
、

一
杯
一
杯
復
一
杯
、
我
酔
欲
眠
卿
且
去
、
明
朝
有
意
抱
琴
来
」
「
両
人
」
と

は
、
誰
と
誰
を
さ
す
か
、
「
有
意
」
の
「
音
己
と
は
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か

（

K
）。

⑦
拙
稿
「
漢
詩
に
お
け
る
聴
覚
的
表
現

l
孟
浩
然
「
春
暁
」
を
手
が
か
り
に
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し
て
」
（
『
国
語
教
育
研
究
』
第
必
号
・
同
年
3
月
・
弓
$
ゴ
）
参
照
。

⑧
森
野
繁
夫
『
漢
文
の
教
材
研
究
漢
詩
編
（
三
）
』
（
渓
水
社
・
伺
年
9
月・

H
U

－－品凶）

す
な
は

⑨
『
詩
経
』
幽
風
「
春
日
載
陽
、
有
鳴
倉
庚
」
（
春
日
載
ち
陽
に
、
鳴
く
倉

庚
有
り
）

⑩
「
猿
声
」
に
つ
い
て
は
、
松
浦
友
久
「
「
猿
声
』
考
」
（
「
詩
語
の
諸
相
』
研

文
出
版
－

m年
4
月
・

3

5ム
。
）
参
照
。

⑪
「
花
漉
一
保
」
「
鳥
驚
心
」
に
つ
い
て
、
主
語
は
杜
甫
と
し
て
解
釈
し
た
が
、

古
川
幸
次
郎
氏
は
花
と
鳥
が
主
語
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
（
『
新
唐
詩

選
』
岩
波
新
書
・
臼
年
8
月
・
－
M
M
C
）

⑫
渡
辺
英
喜
「
柳
宗
元
「
江
雪
」
詩
小
考
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」

（
「
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
第
釘
号
－

m年
日
月
・

3
唱
l
N
O
）
に
詳
し
い
。

⑬
王
翰
「
涼
州
詞
」
『
唐
詩
選
』
日
（
B
C
D
E
F
G
I
L
M
P
Q
V
W
）

「
葡
萄
美
酒
夜
光
杯
、
欲
飲
琵
琶
馬
上
催
、
酔
臥
沙
場
君
莫
笑
、
古
来
征
戦
幾

人
目
」白

居
易
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
対
月
憶
元
九
」
「
白
氏
文
集
』
ロ
（
B

C
L
M
N
O
P
Q
R
S
V
W
）
「
銀
台
金
閥
タ
沈
沈
、
独
宿
相
思
在
翰
林
、
三

五
夜
中
新
月
色
、
二
千
里
外
故
人
心
、
渚
｛
呂
東
面
煙
波
冷
、
浴
殿
西
頭
鐘
漏

深
、
猶
恐
清
光
不
阿
見
、
江
陵
卑
湿
足
秋
陰
」

白
居
易
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
『
白
氏
文
集
』

9

（D
E
F
G
H
I
J
T
U
）
「
日
高
睡
足
猶
傭
起
、
小
関
重
会
不
伯
寒
、
遺
愛

寺
鐘
款
枕
聴
、
香
煙
峰
雪
援
簾
看
、
匡
塵
便
是
逃
名
地
、
司
馬
品
川
為
送
老
官
、

心
泰
身
寧
是
帰
処
、
故
郷
何
独
在
長
安
」

李
白
「
送
友
人
」

4

「
唐
詩
選
』
（
P
Q
V
W
）
「
青
山
横
北
郭
、
白
水
遼

東
城
、
此
地
一
為
別
、
孤
蓬
蔦
里
征
、
浮
雲
遊
子
意
、
落
日
故
人
情
、
揮
手

白
玄
去
、
粛
粛
班
馬
鳴
」

張
継
「
楓
橋
夜
泊
」
『
唐
詩
選
』

2

（V
W）
「
月
落
烏
精
霜
満
天
、
江
楓

漁
火
対
愁
眠
、
姑
蘇
域
外
寒
山
寺
、
夜
半
鐘
声
到
客
船
」

王
維
「
竹
里
館
」
「
唐
詩
選
』

1

（B
）
「
独
坐
幽
筆
裏
、
弾
琴
復
長
瞬
、

深
林
人
不
知
、
明
月
来
相
照
」

李
白
「
贈
迂
倫
」
『
李
太
白
文
集
』

l

（A
）
「
李
白
乗
舟
将
欲
行
、
忽
聞

岸
上
踏
歌
声
、
桃
花
濁
水
深
千
尺
、
不
及
迂
倫
送
我
情
」

（
福
岡
県
立
鞍
手
竜
徳
高
校
）
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