
一
　
漢
詩
（
唐
詩
）
の
授
業
に
つ
い
て

　
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
漢
詩
（
唐
詩
）
は
、
教
科
書
が
改
訂
さ
れ
て
も

ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
固
定
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
成
は
、
詩
の
形
式

や
自
然
、
愛
情
、
友
情
と
い
っ
た
テ
ー
マ
別
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ

の
た
め
教
材
選
択
が
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
や
す
く
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
は
、

教
材
研
究
の
時
間
の
節
約
の
た
め
、
採
用
し
て
い
る
教
科
書
が
変
わ
ら
な
い
限

り
、
毎
年
同
じ
漢
詩
（
唐
詩
）
を
取
り
扱
う
こ
と
を
よ
し
と
す
る
学
校
や
、
絶

句
、
律
詩
と
い
っ
た
各
形
式
や
テ
ー
マ
か
ら
有
名
な
も
の
を
一
首
ず
つ
選
ん
で

授
業
を
行
う
学
校
も
あ
っ
た
。
ま
た
授
業
の
展
開
は
、
教
員
が
作
者
や
詩
の
背

景
を
説
明
し
、
そ
の
形
式
と
押
韻
を
お
さ
え
、
書
き
下
し
文
、
口
語
訳
を
確
認

し
、
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
、
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
授
業
に
な
り
が

ち
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
は
、
も
っ
た
い
な
い
気
が
す
る
。
そ
こ
で
今
回
の
提
案
で
は
、

「
一
つ
だ
け
の
教
材
を
精
読
す
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
教
材
の
組
み
合
わ
せ
の

な
か
で
新
し
い
授
業
づ
く
り
を
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
単
元
づ
く
り
が
適
切

 

」
と
、
田
中
宏
幸
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
複
数
の
漢

詩
（
唐
詩
）
教
材
を
用
い
た
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

二
　
複
数
の
漢
詩
（
唐
詩
）
教
材
を
用
い
た
授
業
の
提
案

　
学
会
当
日
に
、
三
つ
の
授
業
の
提
案
を
行
っ
た
。

Ａ
【
人
と
自
然
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】

Ｂ
【「
春
雨
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
授
業
】

Ｃ
【
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】

　
こ
の
う
ち
Ａ
、
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
詩
教
材
を
用
い
た
実
践
」（
浜
本

純
逸
監
修
・
冨
安
慎
吾
編
　
こ
と
ば
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
『
漢
文
の

学
習
指
導
』
渓
水
社
・
　
年
　
月
）
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を

１６

１２

ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
概
略
の
み
述
べ
る
。

　
Ａ
【
人
と
自
然
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
は
、
杜
甫
の
「
春
望
」
と

「
春
夜
喜
雨
」
を
用
い
る
授
業
で
、
学
習
者
に
こ
の
二
首
を
読
み
比
べ
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
は
自
然
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
き
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
や
、
人
と
自
然
と
の
距
離
感
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
さ
せ

か①
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漢
詩
（
唐
詩
）
教
材
の
授
業
に
つ
い
て

阿
　
部
　
正
　
和



る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
が
提
示
す
る
問

題
に
対
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
知
識
や
体
験
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
自
ら
の
認

識
を
拡
充
・
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
は
東
日
本
大
震
災
や
原
発

事
故
、
最
近
の
豪
雨
災
害
を
経
験
し
た
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
自
然
と
の
共
生
」

を
考
え
る
た
め
の
契
機
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
Ｂ
【「
春
雨
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
授
業
】
は
、
Ａ
で
取
り
上
げ
た
「
春
夜

喜
雨
」
と
の
つ
な
が
り
と
し
て
「
春
雨
」
に
着
目
し
、
日
本
文
学
と
読
み
比
べ

る
、
と
い
う
も
の
で
、「
春
夜
喜
雨
」
を
用
い
て
、
別
の
パ
タ
ー
ン
の
授
業
展
開

を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
正
岡
子
規
の
「
く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る

薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る
」
と
い
う
短
歌
と
読
み
比
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
主
体
が
「
春
雨
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
捉
え
て
い
る
の
か
、「
春
雨
」
に
濡
れ
た
花
（
薔
薇
）
に
何
を
感
じ
て
い

る
の
か
、
ま
た
現
代
の
私
た
ち
は
ど
う
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
学
習
者
に
考
え

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
そ
し
て
こ
の
学
習
は
、
Ａ
の
【
人
と
自
然
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
に

と
ど
ま
ら
ず
、
漢
詩
を
「
人
間
の
言
葉
と
し
て
、
お
な
じ
ア
ジ
ア
に
生
き
る
も

の
の
言
葉
と
し
て
、
ま
た
ふ
る
く
か
ら
日
本
語
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
生
き
て

き
た
言
葉
と
し
て
、
私
た
ち
の
心
の
な
か
に
息
づ
い
て
」
い
る
も
の
と
し
、「
そ

れ
を
大
切
に
し
、『
万
葉
集
』
や
現
代
詩
な
ど
を
読
む
よ
う
に
」
読
み
た
い
、
と

す
る
安
藤
信
広
氏
の
考 

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
Ｃ
【
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
は
、
杜
甫
「
月
夜
」
と
李
白
「
静
夜

思
」
を
用
い
る
授
業
で
あ
る
。
個
人
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
稿
者
は
中
国
古

典
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
音
を
ど
の
よ
う
に
「
き
（
聞
・
聴
）」
こ
う

と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
興
味
が
あ
り
、
以
前
そ
の
研
究
の
一
環
と

え②

し
て
、「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
に
お
け
る
自
然
の
情
景
描
写
に
つ
い
て
、
音

に
着
目
し
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ 

。
そ
の
結
果
、
教
科
書
に
お
い
て
は
視
覚

に
関
連
す
る
問
い
が
多
く
設
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
聴
覚
に
関
連
す
る
問
い

が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
聴
覚

に
着
目
す
る
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
の
主
体
の
「
心
」
に
よ
り
迫
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
稿
者
は
考
え
て
お
り
、
以
下
で
述
べ
る
提
案
は
そ
れ
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
る
。

　
本
年
度
現
任
校
で
は
、
第
一
学
習
社
の
改
訂
版
「
新
訂
国
語
総
合
」
古
典
編

を
使
用
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
愛
情
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
分
類
さ
れ
た
形
で
、

李
白
「
静
夜
思
」、
杜
甫
「
月
夜
」、
白
居
易
「
八
月
十
五
日
夜
、
禁
中
独
直
、

対
月
憶
元
九
」
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
指
導
書
で
は
、「
詩
人
が
ど
の

よ
う
な
境
遇
に
い
る
か
。
ど
こ
に
い
て
、
何
を
見
て
い
る
か
。
そ
の
と
き
の
家

族
や
友
人
に
対
す
る
愛
情
を
理
解
さ
せ
る
。」
と
い
う
指
導
目
標
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
詩
は
、
川
合
康
三
氏
が
「
中
国
に
古
く
か
ら
定
着
し
て

い
る
、
月
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
場
所
を
思
う
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て

い
ま
す
。
月
は
自
分
を
照
ら
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
時
に
別
の
場
所
も

照
ら
し
て
い
ま
す
。
月
の
光
は
偏
在
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
月
を
媒
介
と
し
て

そ
の
月
が
照
ら
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
ほ
か
の
場
所
を
思
う
、
ほ
か
の
場
所
の
人

を
思
う
、
そ
う
い
う
発
想
で
す
。」
と
述
べ
る
よ
う 

、
テ
キ
ス
ト
の
主
体
が

「
月
」
を
「
見
て
い
る
」
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
詩
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
に
あ

え
て
学
習
者
に
「
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
」
視
点
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

テ
キ
ス
ト
の
主
体
の
「
心
」
に
よ
り
迫
ら
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

杜
甫
「
月
夜
」（『
唐
詩
三
百
首
』） る③

に④
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今
夜
鄜
州
月
　
今
夜
　
鄜
州
の
月

　
閨
中
只
独
看
　
閨
中
　
只
だ
独
り
看
る
ら
ん

　
遙
憐
小
児
女
　
遙
か
に
憐
れ
む
　
小
児
女
の

　
未
解
憶
長
安
　
未
だ
長
安
を
憶
ふ
を
解
せ
ざ
る
を

　
香
霧
雲
鬟
湿
　
香
霧
に
雲
鬟
　
湿
ひ

　
清
輝
玉
臂
寒
　
清
輝
に
玉
臂
　
寒
か
ら
ん

　
何
時
倚
虚
幌
　
何
れ
の
時
か
虚
幌
に
倚
り

　
双
照
涙
痕
乾
　
双
び
照
ら
さ
れ
て
涙
痕
　
乾
か
ん

　
杜
甫
「
月
夜
」
は
、
賊
に
捕
ら
え
ら
れ
て
長
安
に
い
る
テ
キ
ス
ト
の
主
体
が
、

秋
の
夜
に
月
を
眺
め
、
乱
を
避
け
て
鄜
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
が
、
注
目
し
た
い
の
は
第
三
句
目
と
第
四
句
目

で
あ
る
。
こ
の
二
句
に
つ
い
て
、
指
導
書
で
は
、「
①
妻
は
夫
の
こ
と
を
思
う
、

②
子
は
父
の
こ
と
を
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
③
作
者
は
夫
と
し
て
妻
を
思
い
、

父
と
し
て
子
を
思
い
、
悲
し
み
を
分
か
つ
べ
き
子
が
そ
ば
に
い
る
の
に
子
が
幼

い
た
め
に
そ
れ
が
で
き
な
い
妻
の
悲
し
み
を
悲
し
く
思
う
、
と
い
う
複
雑
な
構

造
に
な
る
。」
と
解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
で
幼
い
子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
つ
い
て
、

手
元
に
あ
る
参
考
書
を
見
る
と
、
そ
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

○
子
ど
も
が
眠
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
も
の

森
野
繁
夫
『
漢
文
の
教
材
研
究
漢
詩
篇
（
一
）』（
溪
水
社
・
　
年
９
月
）

８８

　
　
賊
に
捕
え
ら
れ
て
長
安
に
い
る
作
者
が
、
秋
の
夜
、
月
を
な
が
め
な
が
ら
、

遠
く
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
妻
子
を
思
い
や
り
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
再
会
で

き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
嘆
き
つ
づ
け
る
。

　
　
子
供
は
、
あ
ま
り
に
幼
い
の
で
、
ま
だ
、
長
安
の
賊
中
に
い
る
父
親
の
身

の
上
を
心
配
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
ほ
ん
と
う
に

い
じ
ら
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
お
の
れ
の
境
遇
を
自
覚
す
る
事
を

知
ら
な
い
幼
い
者
に
代
っ
て
、
杜
甫
が
そ
れ
を
意
識
し
て
や
り
、
そ
こ
に
た

ま
ら
な
い
愛
情
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
此
の
句
は
、
無
邪
気
に
、
も
の
思
い

に
ふ
け
る
母
親
の
そ
ば
で
ス
ヤ
ス
ヤ
と
眠
っ
て
い
る
子
供
た
ち
（
傍
線
は
稿

者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）
の
こ
と
を
「
遥
か
に
憐
れ
む
」
と
い
う
の
が
直
接

の
意
味
で
あ
る
が
、
杜
甫
の
心
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
何
も
わ
か
ら
な
い
幼

い
子
供
た
ち
の
そ
ば
で
、
苦
労
の
た
め
に
や
つ
れ
な
が
ら
、
自
分
の
こ
と
を

心
配
し
て
く
れ
て
い
る
妻
の
こ
と
を
も
、
思
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

石
川
忠
久
編
『
漢
詩
鑑
賞
事
典
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
　
年
３
月
）

０９

　
　
お
り
か
ら
の
満
月
を
見
て
、
北
方
の
疎
開
先
に
い
る
妻
子
の
こ
と
を
思
い
、

う
た
っ
た
も
の
。

　
　
妻
の
か
た
わ
ら
に
は
、
幼
い
子
ど
も
が
ス
ヤ
ス
ヤ
眠
っ
て
い
る
。
父
の
い

な
い
悲
し
み
な
ど
知
ら
ぬ
子
ど
も
だ
け
に
、
か
え
っ
て
不
憫
だ
、
と
子
を
思

い
や
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
そ
の
幼
い
子
を
か
か
え
て
一
人
い
る
妻
を
思
う

こ
と
な
の
だ
。

○
子
ど
も
が
は
し
ゃ
い
で
い
る
と
解
釈
す
る
も
の

吉
川
幸
次
郎
著
・
興
膳
宏
編
『
杜
甫
詩
注
』
第
三
冊
（
岩
波
書
店
・
　
年
　
月
）

１４

１２

　
　
思
い
や
る
妻
の
イ
メ
ー
ジ
は
し
ば
ら
く
後
退
し
、
遥
か
に
憐
れ
み
い
と
お

し
ま
れ
る
の
は
、
お
の
れ
の
い
る
長
安
を
思
念
す
る
能
力
を
母
の
よ
う
に
未

だ
も
た
ず
、
物
思
う
母
の
そ
ば
で
、
同
じ
く
月
光
に
浴
し
つ
つ
、
無
心
に
は

ね
ま
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
小
き
児
女
。（
中
略
）
彼
ら
は
月
下
の
母
の
物
お

も
い
に
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
無
邪
気
に
、
母
の
そ
ば
に
い
る
。

─　　─１０９



直
接
に
は
そ
れ
を
〔
憐
〕
れ
む
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
を
そ
ば
に
し
た
妻
を
こ

そ
〔
憐
〕
れ
む
の
で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
は
母
の
〔
独
〕

を
強
め
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
緩
和
し
な
い
。

○
そ
の
他

松
浦
友
久
編
『
校
注
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』（
大
修
館
書
店
・
　
年
　
月
）

８７

１１

　
　
頷
聯
の
流
水
対
は
、
子
ど
も
へ
の
思
慕
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
心
に
あ
そ

び
た
わ
む
れ
る
（
あ
る
い
は
、
す
や
す
や
と
眠
る
）
子
ど
も
た
ち
の
そ
ば
で
、

た
だ
一
人
月
を
見
つ
め
て
自
分
を
思
う
妻
へ
の
い
と
お
し
み
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

鎌
田
正
・
田
部
井
文
雄
監
修
『
研
究
資
料
漢
文
学
４
』
詩
Ⅱ
（
明
治
書
院
・
　９４

年
１
月
）

　
　
第
一
・
二
句
は
、
吉
川
幸
次
郎
が
「『
今
夜
な
る
長
安
の
月
』
と
は
い
い
出

さ
ず
し
て
、『
今
夜
な
る
鄜
州
の
月
』
と
歌
い
出
し
た
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
、

杜
甫
的
で
あ
る
と
感
ず
る
」（『
杜
甫
ノ
ー
ト
』）
と
指
摘
す
る
ご
と
く
、
一
見

何
げ
な
い
表
現
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
極
め
て
斬
新
な
発
想
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
に
は
、
生
命
の
不
安
の
中
で
、
ひ
た
す
ら
妻
を
思
慕
す
る
杜
甫
の
切
迫

し
た
心
理
が
投
影
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
思
い
は
妻

の
身
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
父
の
安
否
を
気
遣
う
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
ほ

ど
あ
ど
け
な
い
幼
子
に
も
及
ぶ
。
そ
れ
は
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
身
の
上
の
父

を
案
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
あ
ど
け
な
い
が
ゆ
え
に
、
一
層
の
い
と
お

し
み
を
誘
う
の
で
あ
る
。

　
　
こ
う
し
た
屈
折
し
た
表
現
の
中
に
、
杜
甫
の
、
妻
子
に
寄
せ
る
切
な
い
ま

で
の
深
い
愛
情
が
に
じ
み
出
て
い
よ
う
。

漢
詩
・
漢
文
教
材
研
究
会
編
『
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
漢
詩
Ⅲ
』（
昌
平
社
・
　９５

年
５
月
）

　
　
頷
聯
で
は
、
父
親
の
安
否
を
気
づ
か
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
幼
児
た
ち
へ

の
い
と
お
し
み
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
無
邪
気
な
子
ど
も
た
ち
の
様
子

を
思
い
や
る
こ
と
は
、
そ
の
側
で
一
人
愁
い
に
沈
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
妻
へ

の
思
慕
の
情
を
、
一
層
か
き
立
て
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
が
眠
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
と
、
子
ど
も
た
ち
が

は
し
ゃ
い
で
い
る
と
す
る
も
の
と
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
稿
者
は
以
下
の

大
國
眞
希
・
安
藤
公
美
両
氏
、
鳥
越
け
い
子
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
解
釈
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

大
國
眞
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
』　
号
・
　
年
　
月
）

２６

１２

１２

　
　〈
風
景
〉
は
、
眼
前
の
光
景
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
実
体
験
や
、

読
書
体
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
主
体
内
部
に
起
こ
る
出
来
事
と
し
て
の
〈
風
景
〉

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
〈
風
景
〉
は
、
光
景
を
前
に
し
た
主
体
の
経

験
（
経
験
を
積
ん
だ
身
体
）
に
左
右
さ
れ
る
像
と
い
え
る
。

鳥
越
け
い
子
「
音
の
文
化
」
を
発
掘
す
る
「
音
の
風
景
」
の
思
想
─《
ね
り
ま
を

聴
く
、
し
ず
け
さ
一
〇
選
》
を
中
心
に
─（『
日
本
の
音
の
文
化
』
第
一
書
房
・

　
年
６
月
）

９４　
　「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
の
考
え
方
は
、
今
ま
さ
に
鳴
り
響
い
て
い
る
現
実

の
あ
た
ま
の
音
の
中
で
、
人
々
が
ど
の
部
分
を
聴
い
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ

れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
意
味
や
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
か
を
問
題
に
す
る

だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
物
理
的
に
存
在
し
な
い
音
で
も
、
人
々
が
何
ら

─　　─１１０



か
の
形
で
意
識
し
、
聴
い
て
い
る
音
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
音
を
そ
の
場
の

「
音
の
風
景
」
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

「
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
＝
音
の
風
景
」
が
問
題
と
す
る
「
音
の
世
界
」
は
、
物

理
的
に
確
認
で
き
る
音
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
方
法
論
に
よ
っ
て
は
決

し
て
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
記
憶
の
音
」
や
「
イ
メ
ー
ジ
の
音
」
に

ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
大
國
・
安
藤
両
氏
が
言
う
よ
う
に
、〈
風
景
〉
が
「
光
景
を
前
に
し
た

主
体
の
経
験
（
経
験
を
積
ん
だ
身
体
）
に
左
右
さ
れ
」、
鳥
越
氏
が
言
う
よ
う
に
、

「
物
理
的
に
存
在
し
な
い
音
で
も
、
人
々
が
何
ら
か
の
形
で
意
識
し
、
聴
い
て
い

る
音
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
音
を
そ
の
場
の
『
音
の
風
景
』
の
重
要
な
構
成
要

素
と
し
て
取
り
上
げ
」、
そ
れ
が
「
記
憶
の
音
」
や
「
イ
メ
ー
ジ
の
音
」
に
ま
で

及
ぶ
」
の
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
は
し
ゃ
い
で
お
り
、
そ
の
子
ど
も
た
ち

の
声
が
テ
キ
ス
ト
の
主
体
に
も
聞
こ
え
て
い
た
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

李
白
「
静
夜
思
」（『
唐
詩
選
』）

　
牀
前
看
月
光
　
牀
前
　
月
光
を
看
る

　
疑
是
地
上
霜
　
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜
か
と

　
挙
頭
望
山
月
　
頭
を
挙
げ
て
山
月
を
望
み

　
低
頭
思
故
鄉
　
頭
を
低
れ
て
故
鄉
を
思
ふ

　
李
白
「
静
夜
思
」
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
あ
る
。
そ
こ

で
第
四
句
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
手
元
に
あ
る
参
考
書
を
見
る
と
、
そ
の
解
釈
は

以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

森
野
繁
夫
『
漢
文
の
教
材
研
究
漢
詩
篇
（
一
）』（
溪
水
社
・
　
年
９
月
）

８８

　
　
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
て
な
ら
な
い
。

　
　
山
月
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
故
郷
の
山
の
上
に
出
て
い
た
月
の
こ
と
、
今

夜
も
山
上
に
出
て
い
る
で
あ
ろ
う
月
の
こ
と
を
思
い
、
さ
ら
に
故
郷
の
な
つ

か
し
い
人
々
の
こ
と
を
思
い
お
こ
し
て
い
る
う
ち
に
、
頭
は
次
第
に
た
れ
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
。

川
合
康
三
『
漢
詩
の
レ
ッ
ス
ン
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
・
　
年
　
月
）

１４

１１

　
　
夜
の
し
じ
ま
、
周
囲
が
寝
静
ま
っ
て
物
音
一
つ
し
な
い
静
寂
の
な
か
で
、

ひ
と
り
物
思
い
に
耽
っ
て
い
る
人
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　
　
月
の
光
を
た
ど
る
よ
う
に
見
上
げ
る
と
、
夜
空
に
は
月
が
冴
え
冴
え
と
輝

い
て
い
ま
す
。
そ
の
月
は
自
分
の
も
と
を
照
ら
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に

故
郷
を
、
故
郷
に
の
こ
し
て
き
た
家
族
を
照
ら
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

う
思
っ
て
じ
っ
と
う
つ
む
い
て
故
郷
の
人
々
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
起
こ

し
ま
す
。

漢
詩
・
漢
文
教
材
研
究
会
編
『
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
漢
詩
Ⅱ
』（
昌
平
社
・
　９５

年
４
月
）

　
　
寝
台
の
あ
た
り
に
差
し
込
む
月
明
か
り
、
周
囲
を
冴
え
冴
え
と
さ
せ
る
そ

の
光
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
。
あ
た
か
も
霜
が
降
っ
た
よ
う
な
白
さ
で
あ
る
。

そ
う
、
こ
の
月
明
か
り
を
、
旅
路
に
あ
る
自
分
が
見
て
い
る
よ
う
に
、
故
郷

の
家
の
者
も
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
思
い
が
ふ
と
胸
を
よ
ぎ
り
、
顔
を
振
り

─　　─１１１



仰
ぎ
山
の
端
に
出
て
い
る
月
を
見
る
。
間
接
的
に
地
面
に
反
映
し
た
光
を
見

て
い
た
時
と
は
異
な
り
、
直
接
的
に
月
光
を
望
み
見
る
と
輝
き
は
い
っ
そ
う

増
し
、
望
郷
の
念
は
ひ
と
し
お
募
る
。
そ
の
思
い
に
堪
え
か
ね
て
、
す
な
わ

ち
光
を
見
続
け
る
行
為
に
堪
え
か
ね
て
、
顔
を
伏
せ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

て
も
、
故
郷
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
。

松
浦
友
久
編
『
校
注
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』（
大
修
館
書
店
・
　
年
　
月
）

８７

１１

　
　
ベ
ッ
ド
の
前
に
そ
そ
ぐ
月
の
光
を
み
て
、
ま
る
で
地
上
に
お
り
た
霜
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
。
頭
を
あ
げ
て
山
の
端
の
月
を
仰
ぎ
、
ま
た
頭
を
た
れ
て

故
郷
を
思
う
。

鎌
田
正
・
田
部
井
文
雄
監
修
『
研
究
資
料
漢
文
学
４
』
詩
Ⅱ
（
明
治
書
院
・
　９４

年
１
月
）

　
　
静
か
な
月
夜
、
牀
前
を
照
ら
す
月
光
に
よ
っ
て
、
込
み
上
げ
て
く
る
望
郷

の
念
を
、
新
楽
府
の
題
で
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
半
二
句
で
は
巧
み
な
比

喩
を
用
い
て
、
月
光
に
見
入
り
、
幻
想
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
る
詩
人
自
身

を
、
後
半
二
句
で
は
対
句
を
用
い
て
、
故
郷
で
見
た
月
を
回
顧
し
、
心
の
う

ち
に
湧
き
起
こ
る
望
郷
の
念
を
詠
じ
て
い
る
。

石
川
忠
久
編
『
漢
詩
鑑
賞
事
典
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
　
年
３
月
）

０９

　
　
静
か
な
月
光
に
さ
そ
わ
れ
て
、
お
の
ず
と
湧
き
出
る
望
郷
の
念
を
し
み
じ

み
と
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
詩
は
、
寝
台
の
前
の
月
光
を
霜
か
と
疑
い
、
月
の
光
を
認
め
、
そ
れ

が
山
の
端
に
か
か
る
の
を
見
、
見
て
い
る
う
ち
に
故
郷
が
し
の
ば
れ
て
う
な

だ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
動
き
が
自
然
に
流
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
故
郷
の
何
を
具
体
的
に
思
う
の
か
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る

も
の
と
し
て
い
な
い
も
の
と
に
分
か
れ
る
が
、
指
導
書
で
は
、「
こ
の
詩
の
主
題

は
『
思
故
郷
』
で
あ
る
が
、
四
句
中
三
句
は
『
月
』
の
こ
と
で
、
よ
う
や
く

『
思
』
が
で
て
き
て
も
、
そ
こ
で
詩
は
終
結
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
表

現
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
思
う
か
は
、
読
者
の
想
像
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。」
と
、
解
説
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
詩
に
お
い
て
も
、

テ
キ
ス
ト
の
主
体
に
故
郷
の
人
々
の
声
が
聞
こ
え
て
い
た
、
と
読
ん
で
も
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
が
、
Ｃ
【
声
の
記
憶
を
考
え
さ
せ
る
授
業
】
の
提
案
で
あ
る
。
こ
の
二

首
の
解
釈
は
、
稿
者
の
偏
っ
た
解
釈
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
間
の
想
像

や
記
憶
に
は
、
視
覚
的
要
素
に
限
ら
ず
、
聴
覚
的
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
学
習
者
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
主
体
の
「
心
」
に

よ
り
迫
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
聴
覚
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
は
、
鷲
田
清
一
氏
が
「
わ
た

し
た
ち
の
ふ
だ
ん
の
生
活
体
験
に
お
い
て
、〈
い
ま
〉〈
こ
こ
〉
と
い
う
こ
と
が

ほ
ん
と
う
に
な
り
た
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
、
わ
た
し

の
〈
い
ま
〉〈
こ
こ
〉
か
ら
放
射
状
に
開
け
た
遠
近
法
的
な
風
景
と
い
う
も
の
は
、

都
市
か
ら
う
ん
と
離
れ
た
僻
地
や
無
人
地
帯
に
で
も
行
か
な
け
れ
ば
出
会
え
な

い
よ
う
に
お
も
え
る
。
い
や
そ
こ
へ
行
っ
て
さ
え
、
知
覚
風
景
は
単
純
な
遠
近

法
に
よ
っ
て
一
様
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
視
覚
の
風
景
も
、
聴

覚
の
風
景
も
、
一
様
に
連
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
は
幾
重
も
の
異

な
っ
た
情
報
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
差
し
込
ま
れ
、
錯
綜
し
て
い
る
。」
と
述
べ
る

よ
う 

、〈
い
ま
〉〈
こ
こ
〉
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
に
く
く
、
視
覚
の
風
景

と
聴
覚
の
風
景
が
錯
綜
し
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
な
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

に⑤

─　　─１１２



三
　
小
結
と
今
後
の
課
題

　
以
上
複
数
の
漢
詩
（
唐
詩
）
教
材
を
用
い
た
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
の
提
案

を
行
っ
た
。
勤
務
校
の
関
係
で
、
稿
者
は
大
学
院
に
戻
っ
て
い
た
三
年
間
を
含

め
、
こ
こ
十
年
以
上
漢
詩
（
唐
詩
）
の
授
業
を
行
う
機
会
を
持
て
て
い
な
い
た

め
、
本
提
案
は
、
具
体
性
に
欠
け
、
ま
と
ま
り
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
今
後
、
実
際
の
授
業
を
行
い
、
い
つ
か
そ
の
報
告
を
す
る
機
会
を
持
ち
た

い
、
と
思
っ
て
い
る
。

　
ま
た
稿
者
の
興
味
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
高
等
学
校
「
国
語
」
教
科
書
に
採

録
さ
れ
て
い
る
漢
詩
に
は
、
様
々
な
音
が
詠
ま
れ
て
い 

。
し
た
が
っ
て
そ
れ

ら
を
用
い
た
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
基
づ
く
漢
詩
の
授
業
は
、
い
ろ
い
ろ
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
学
会
当
日
、
竹
村
信
治
先
生
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た

よ
う
に
、「
音
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
一
つ
だ
、
と
考

え
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
よ
り
大
き
く
拡
が
る
と
思
う
。

　
最
後
に
、
稿
者
は
漢
詩
（
唐
詩
）
教
材
は
固
定
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
複

数
の
教
材
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ

と
は
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
る
は
ず
だ
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
複
数
の
教
材
を

組
み
合
わ
せ
る
際
、
そ
の
教
材
を
ど
こ
か
ら
持
っ
て
く
る
か
、
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
る
が
、
今
回
取
り
あ
げ
た
教
材
は
、
す
べ
て
「
国
語
総
合
」
の
教
科

書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
理
を
し
て
教
科
書
以
外
か
ら

組
み
合
わ
せ
る
教
材
を
持
っ
て
こ
な
く
て
も
、「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
の
中
で

も
十
分
に
、
様
々
な
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
た
め
私
た
ち
国
語
教
員
は
、
今
後
も
柔
軟
な
発
想
を
持
っ
て
教
材

る⑥

研
究
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
。

〈
付
記
〉

　
今
回
の
提
案
を
行
う
こ
と
で
、
何
年
か
ぶ
り
に
漢
詩
（
唐
詩
）
の
授
業
に
つ

い
て
じ
っ
く
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
本
当
に
充
実
し
た
時
間
で

あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
方
向
性
も
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
こ

の
よ
う
な
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し

上
げ
た
い
。

注①
田
中
宏
幸
「
古
典
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
己
を
問
い
直
す
授
業
実
践
の
構
築
」

（『
国
語
教
育
研
究
』
第
　
号
・
　
年
３
月
）

５１

１０

②
安
藤
信
広
『
漢
詩
入
門
』（
東
京
美
術
・
　
年
３
月
）

８９

③
拙
稿
「
国
語
総
合
」
採
録
の
唐
詩
に
お
け
る
自
然
の
情
景
描
写
に
つ
い
て

─
音
に
着
目
し
て
─（『
国
語
教
育
研
究
』
第
　
号
・
　
年
３
月
）

５５

１４

④
川
合
康
三
『
漢
詩
の
レ
ッ
ス
ン
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
・
　
年
　
月
）

１４

１１

⑤
鷲
田
清
一
「
都
市
の
感
情
」（『
死
な
な
い
で
い
る
理
由
』
単
行
本
・
小
学

館
・
　
年
５
月
）

０２

⑥
拙
稿
「
高
等
学
校
『
国
語
』
教
科
書
採
録
の
漢
詩
の
音
に
つ
い
て
」（『
水
月
』

創
刊
号
・
　
年
４
月
）
参
照
。

１５

（
福
岡
県
立
八
幡
高
等
学
校
）

─　　─１１３




