
五

李
白
の
遊
仙
詩
の
傑
作

―
―
「
夢
に
天
姥
に
游
び
吟
じ
て
留
別
す
」
詩
―
―

と
う
ろ

天
宝
三（
七
四
三
）載
、
朝
廷
を
追
放
と
な
っ
た
李
白
は
東
魯
の
家
に
帰
り
、
ひ
と

ほ
っ
か
い

こ
う
そ
ん
し

じ
ょ
き

ど
う
ろ
く

と
き
を
過
ご
し
た
後
、
北
海
の
高
尊
師
、
如
貴
道
士
に
頼
ん
で
道
士
の
免
許（
道
�
）

ど
う
ろ
く

お
わ

を
授
か
っ
た
。
こ
の
と
き
書
い
た
の
が
、「
高
尊
師
・
如
貴
道
士
の
道
�
を
伝
え
畢

せ
ん

り
、
北
海
に
帰
る
に
餞
し
奉
る
」
詩
と
い
う
五
律
で
あ
る
。
そ
の
後
、
李
白
は
天
宝

四
載
か
ら
五
載
に
か
け
て
呉
越
地
方
へ
の
旅
に
出
る
。
こ
の
時
、
東
魯
の
諸
公
ら
に

お
く
っ
た
詩
が
、
有
名
な
「
東
魯
の
諸
公
に
別
る
」
詩
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

て
ん
ぽ

別
題
「
夢
に
天
姥
に
游
び
吟
じ
て
留
別
す
」
と
い
う
方
で
知
ら
れ
る
。
李
白
の
道
教

詩
の
第
三
期
の
代
表
作
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
生
涯
を
通
し
て
の
主
要
作
で
も

あ
る
。
現
在
、
中
国
の
高
校
生
は
「
語
文
」
の
教

（
１
）

科
書
で
こ
の
詩
を
習
う
。
い
わ
ば

中
国
の
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
学
習
す
る
詩
な
の
で
あ
る
。

ご
い
ん

せ
ん
け
い

天
宝
元
載
頃
、
李
白
は
か
つ
て
呉
�
と
「
�
渓
」
に
同
居
し
て
い

（
２
）

た
が
、（「
天
宝せん

の
初
、
会
稽
に
客
遊
し
、
道
士
の
呉
�
と
�
渓
に
隠
る
」『
旧
唐
書
』
李
白
伝
）、
そ
の
�

ち
ゅ
う
中
へ
赴
く
折
、
天
姥
山
へ
も
行
こ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
推
察
す

る
に
、
一
つ
に
は
天
姥
山
が
道
教
の
七
十
二
福
地
の
十
六
福
地
に
あ
た
る
山
だ
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

借
問
�
中
道

借
問
す

�
中
の
道

東
南
指
越
郷

東
南

越
郷
を
指
す

…

…

辞
君
向
天
姥

君
に
辞
し

天�

姥�

に�

向�

か�

い�

払
石
臥
秋
霜

石
を
払
い
て

秋
霜
に
臥
さ
ん

ち
ょ
よ
う

い

（「
儲
�
に
別
れ
�
中
に
之
く
」）

し
か
し
、
急
に
朝
廷
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
天
姥
山
行
き
は
中
止
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。
そ
の
天
姥
山
を
、
李
白
は
今
訪
れ
る
夢
を
み
る
と
い
う
。
ど
う
し
て

李
白
は
天
姥
山
に
行
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
何
を
し
よ
う
と
い
う
の

か
。
本
詩
は
、
李
白
詩
の
中
で
最
も
重
要
な
一
首
で
あ
る
が
、
個
々
の
詩
句
の
意
味

に
つ
い
て
は
な
お
諸
説
が
あ
り
、
定
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
詳
し
く
検
討

李
白
の
天
台
山
・
天
姥
山
の
詩

│
│
自
由
な
魂
の
あ
り
か
を
求
め
て
（
二
）
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し
な
が
ら
、
李
白
と
天
姥
山
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
計
四
十

四
句
か
ら
な
る
長
編
の
雑
言
古
体
詩
で
あ
る
の
で
、
三
段
に
分
け
て
考
察
し
よ
う
。

【
第
一
段
】（
序
）

て
ん
ぽ

「
夢
游
天
姥
吟
留
別
」
「
夢
に
天
姥
に
游
び
吟
じ
て
留
別
す
」

え
い
し
ゅ
う

海
客
談
瀛
洲

海
客

瀛
洲
を
談
ず
る
も

え
ん
と
う

ま
こ
と

煙
濤
微
茫
信
難
求

煙
濤

微
茫
に
し
て

信
に
求
め
難
し

越
人
語
天
姥

越
人

天
姥
を
語
る
に

う
ん
げ
い

み

雲
霓
明
滅
或
可
覩

雲
霓

明
滅

或
い
は
覩
る
べ
し

天
姥
連
天
向
天
横

天
姥

天
に
連
な
り

天
に
向
か
い
て
横
た
わ
り

ご
が
く

せ
き
じ
ょ
う

お
お

勢
抜
五
嶽
掩
赤
城

勢
は
五
嶽
を
抜
き

赤
城
を
掩
う

て
ん
だ
い

天
台
四
万
八
千
丈

天
台

四
万
八
千
丈

対
此
欲
倒
東
南
傾

此
に
対
し

東
南
に
倒
れ
傾
か
ん
と
欲
す

―
―
海
上
の
仙
山
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
語
ら
れ
る
け
れ
ど
現
実
の
も
の
か
ど

う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
越
の
人
は
い
う
。
天
姥
山
な
ら
「
雲
霓

明
滅

み

或
い
は
覩
る
べ
し
」
と
。
そ
れ
は
決
し
て
夢
幻
の
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
仙
境
な

の
だ
と
。
―
―

こ
の
「
越
人
」
と
い
う
の
は
、
従
来
不
明
と
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
最
近
、
竺

か
い
け
い

岳
兵
氏
が
新
説
を
出
し
、
李
白
が
敬
慕
し
た
会
稽
の
人
、
つ
ま
り
謝
霊
運
の
こ
と
だ

と
（
３
）

す
る
。
竺
氏
に
よ
れ
ば
、
李
白
の
こ
の
表
現
は
謝
霊
運
の
天
姥
山
を
詠
ん
だ
詩

の
、

く
れ

せ
ん
ち
ゅ
う

暝
投
�
中
宿

暝
に
投
ず

�
中
の
宿

あ
さ

て
ん
ぽ

明
登
天
姥
山

明
に
登
る

天
姥
山

高
高
入
雲
霓

高
高
と
し
て

雲
霓
に
入
れ
ば

な
ん

還
期
那
可
尋

還
期

那
ぞ
尋
ぬ
可
し

り
ん
か
い

や
ま

き
ょ
う
ち
ゅ
う

け
い
れ
ん

よ
う

よ
う

（「
臨
海
の
�
に
登
り
、
初
め
て
疆
中
を
発
し
て
の
作
。
従
弟
の
恵
連
と
羊（
羊

せ
ん
し

か

か
ち
ょ
う
ゆ

ま
み

�
之
）・
何（
何
長
瑜
）に
見
え
て
共
に
和
す
」）

と
い
う
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
。
し
て
み
る
と
、
李
白
が
か
つ
て
天
姥
山
行
を

願
っ
た
動
機
に
は
、
彼
が
敬
愛
し
た
山
水
詩
人
謝
霊
運
へ
の
思
い
も
重
ね
ら
れ
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
竺
氏
の
新
説
は
、
葛
景

（
４
）

春
氏
の
注
目
す
る
所
と
な
り
、

葛
氏
の
新
た
な
李
白
―
謝
霊
運
比
較
論
へ
と
発
展
し
て
い
き
、
す
ぐ
れ
た
成
果
を
お

さ
め
る
契
機
と
な
っ
た
。て

ん
ぽ

ま
た
竺
氏
は
、「
夢
に
天
姥
に
游
ぶ
」
詩
で
李
白
が
述
べ
よ
う
と
し
た
主
旨
に
つ

い
て
も
、
従
来
の
説
を
整
理
し
て
、（
ａ
）
世
の
中
が
夢
幻
で
あ
る
こ
と
を
い
う
、

（
ｂ
）
神
仙
世
界
が
李
白
の
理
想
世
界
で
あ
る
こ
と
を
い
う
、（
ｃ
）
神
仙
世
界
へ

の
強
い
希
求
を
い
う
、（
ｄ
）
朝
廷
へ
の
追
憶
を
い
う
の
四
種
に
分
け
た
上
で
、
こ

れ
ら
の
説
を
退
け
る
。
そ
し
て
、
李
白
が
右
の
謝
詩
を
意
識
し
た
こ
と
、
謝
霊
運
の

一
族
が
天
姥
山
下
の
�
中
に
居
を
構
え
、
ま
た
葬
ら
れ
て
も
い
る
こ
と
な
ど
を
掲
げ

て
、
李
白
の
謝
霊
運
へ
の
敬
慕
の
念
が
深
か
っ
た
こ
と
を
重
視
さ
れ
た
。
実
際
、
李

白
は
こ
の
�
中
を
旅
行
中
、
し
ば
し
ば
自
己
を
謝
霊
運
（
謝
康
楽
侯
）
に
な
ぞ
ら
え

て
い
る
。

楚
臣
傷
江
楓

楚
臣

江
楓
を
傷
み

謝
客
拾
海
月

謝�

客�

海
月
を
拾
う

（「
友
人
と
同
に
舟
行
す
」）

そ

か

我
乗
素
舸
同
康
楽

我

素
舸
に
乗
ず
る
は

康�

楽�

に
同
じ

朗
詠
清
川
飛
夜
霜

清
川
に
朗
詠
し

夜
霜
に
飛
ぶ

（「
労
労
亭
歌
」）

加

藤

国
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以
上
の
諸
点
か
ら
、
竺
氏
は
謝
霊
運
へ
の
憧
憬
の
念
が
高
じ
て
の
夢
中
で
の
天
姥

山
行
だ
っ
た
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
竺
説
は
、
従
来
の
解
釈
の
空

白
を
埋
め
た
と
い
う
意
味
で
画
期
的
な
指
摘
だ
と
い
え
る
。
た
だ
謝
霊
運
の
影
響
を

重
視
す
る
あ
ま
り
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
ａ
か
ら
ｄ
説
を
軽
く
扱
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
難
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
葛
景
春
氏
は
竺
氏
の
新
説
を
受
容
し
つ
つ
、
本
詩
と
謝
霊
運
と

の
密
接
な
関
連
を
、
さ
ら
に
そ
の
作
品
中
か
ら
見
つ
け
出
し
た
上
で
、
ａ
か
ら
ｄ
の

説
に
も
よ
く
目
配
り
し
た
説
を
提
唱

（
５
）

す
る
。

て
ん
ぽ

総
ず
る
に
、「
夢
に
天
姥
に
游
ぶ
吟
」
詩
は
、
天
姥
山
を
手
が
か
り
と
し
て
、

夢
に
遊
ぶ
こ
と
を
契
機
に
、
夢
中
の
山
中
の
険
し
さ
と
神
仙
洞
府
の
す
ば
ら
し

さ
と
を
対
比
し
つ
つ
、
官
途
の
険
し
さ
と
仙
境
の
す
ば
ら
し
さ
を
述
べ
、
夢
か

い
ず
く

よ

く
だ

つ
か

ら
覚
め
た
後
は
、「
安
ん
ぞ
能
く
眉
を
摧
き
腰
を
折
り

権
貴
に
事
え
／
我
を

し
ん
が
ん

し
て
心
顔
を
開
く
を
得
ざ
ら
し
め
ん
や
」
と
結
び
、
李
林
甫
ら
小
人
が
実
権
を

握
る
こ
と
に
憤
懣
を
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
世
間
と
決
別
し
、
名
山
に
登
っ
て
仙

道
を
求
め
ん
と
い
う
、
高
踏
的
な
強
い
願
望
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
葛
氏
は
謝
詩
と
の
関
連
を
強
調
し
た
上
で
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

穏
当
な
解
釈
を
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
筆
者
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
な
お
不
足
な

点
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
夢
中
の
山
中
の
険
し
さ
」
は
「
官
途
の
険
し
さ
」

の
喩
え
な
の
か
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
道
教
の
山
に
対
す
る
葛
氏
の
理
解

が
、
腐
敗
し
た
人
間
世
界
に
対
す
る
理
想
境
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
傷
痕

者
の
精
神
的
慰
安
・
救
済
の
場
と
い
う
視
点
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
筆
者

の
見
方
か
ら
す
る
と
、
李
白
が
仙
山
で
道
士
の
生
き
方
を
ず
っ
と
求
め
て
き
た
こ
と

に
加
え
て
、
政
治
の
世
界
で
の
深
い
挫
折
を
経
た
後
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
す
る

と
、
自
身
の
傷
痕
の
慰
藉
を
願
っ
て
道
教
の
聖
地
天
姥
山
へ
と
心
が
向
い
た
面
も
あ

っ
た
と
思
う
。

筆
者
の
こ
の
視
点
に
近
い
報
告
と
い
う
と
、
今
の
と
こ
ろ
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
嘯

流
氏
一
人
し
か
い
な
い
。
嘯
氏
は
、
次
の
よ
う
に

（
６
）

い
う
、

官
界
で
の
失
敗
を
通
し
て
、
経
世
へ
の
情
熱
が
さ
め
て
し
ま
う
と
、
李
白
の

中
で
仙
界
に
遊
ぼ
う
と
い
う
気
持
ち
が
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
遊

仙
は
、
官
界
で
の
失
敗
の
精
神
的
補
償
行
為
な
の
で
あ
る
。
…
李
白
が
遊
仙
に

転
じ
た
の
は
、
ま
さ
に
仙
界
へ
行
っ
て
人
間
世
界
で
見
失
っ
た
美
し
い
景
色
や

楽
し
い
こ
と
を
探
す
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
種
の

精
神
的
補
償
を
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
…
こ
れ
が
詩
人
の
遊
仙
を
夢
見
る
本

質
的
意
義
な
の
で
あ
る
。

嘯
氏
の
新
鮮
さ
は
「
精
神
的
補
償
」
と
い
う
概
念
で
、
本
詩
の
意
義
を
解
釈
さ
れ

た
点
に
あ
り
、
拙
論
の
基
本
的
見
方
と
一
致
す
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
個
々
の
詩

句
に
即
し
て
具
体
的
な
説
明
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、「
精
神

的
補
償
」
と
い
う
考
え
が
抽
象
的
に
論
じ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
生
身
の
傷
痕
者
の
道

教
的
慰
藉
と
い
う
視
点
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
に
は
竺
岳
兵
氏

の
論
に
つ
い
て
に
な
る
が
、
大
き
く
は
葛
氏
の
論
も
含
め
て
、
本
詩
に
お
け
る
謝
霊

運
へ
の
憧
憬
の
念
を
ど
れ
ほ
ど
の
重
さ
で
み
る
べ
き
な
の
か
。
こ
の
点
も
よ
り
考
察

が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
小
論
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と

思
う
。

天
姥
山
は
「
雲
霓

明
滅
」
の
中
で
の
み
見
え
る
、
い
わ
ば
神
秘
の
ベ
ー
ル
に
包

ま
れ
た
山
で
あ
る
。「
或
い
は
覩
る
べ
」
き
山
な
の
だ
が
、
通
常
は
「
覩
る
べ
」
か

ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
夢
幻
の
情
は
ま
す
ま
す
深
く
な
る
。
李
白
は
、
天
姥
山
の
主
峰

撥
雲
峰（
標
高
は
八
一
七
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
）が
天
に
屹
立
す
る
様
を
、
い
よ
い
よ
山

３

李
白
の
天
台
山
・
天
姥
山
の
詩

―
―
自
由
な
魂
の
あ
り
か
を
求
め
て
（
二
）



勢
を
誇
る
も
の
と
感
じ
、「
天
に
連
な
り

天
に
向
か
い
て
横
た
わ
り
／
勢
は
五
獄

を
抜
き
…
」
と
、
五
岳
さ
え
も
抜
き
ん
で
る
ほ
ど
だ
と
、
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
の

で
あ
る
。

「
天
姥
」
は
、
地
理
的
に
は
天
台
山
の
西
北
に
位
置
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
天
姥

山
の
「
東
南
」
に
天
台
山
が
位
置
す
る
。
本
詩
中
に
、「
天
台

四
万
八
千
丈
／
此

に
対
し
て
は

東
南
に
倒
れ
傾
か
ん
と
欲
す
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
天
姥
山
は
大
き
く
い
う
と
天
台
山
系
に
連
な
る
一
山
で
あ
る
。

こ
の
聖
地
天
台
山
の
た
だ
よ
わ
す
空
気
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
李
白
の
想
像
力
は
高

揚
し
、
か
く
て
夢
の
中
で
の
天
姥
山
へ
の
遊
仙
の
旅
が
始
ま
る
。

【
第
二
段
―
一
】

こ
れ

よ

我
欲
因
之
夢
呉
越

我
は
之
に
因
り

呉
越
を
夢
み
ん
と
欲
す

わ
た

き
ょ
う
こ

一
夜
飛
度
鏡
湖
月

一
夜

飛
び
度
る

鏡
湖
の
月

湖
月
照
我
影

湖
月

我
が
影
を
照
ら
し

せ
ん
け
い

送
我
至
�
渓

我
を
送
り
て

�
渓
に
至
ら
し
む

し
ゃ
こ
う

謝
公
宿
処
今
尚
在

謝
公
の
宿
処

今

尚
お
在
り

り
ょ
く
す
い

と
う
よ
う

せ
い
え
ん

	
水
蕩
漾
清


啼

	
水

蕩
漾
し

清


啼
く

つ

げ
き

脚
著
謝
公
屐

脚
に
は
著
く

謝
公
の
屐

て
い

身
登
青
雲
梯

身
は
登
る

青
雲
の
梯

半
壁
見
海
日

半
壁

海
日
を
見

て
ん
け
い

空
中
聞
天
鶏

空
中

天
鶏
を
聞
く

み
ち

千
巌
万
転
路
不
定

千
巌

万
転

路
定
ま
ら
ず

よ

く
ら

迷
花
倚
石
忽
已
瞑

花
に
迷
い

石
に
倚
れ
ば

忽
ち
已
に
瞑
し

き
ょ
う

こ

―
―
天
姥
山
に
思
い
を
は
せ
呉
越
を
夢
み
て
い
る
と
、
一
夜
、
月
夜
の
鏡
湖
の

も
と
へ
と
、
わ
が
魂
は
飛
ん
で
行
く
。（
暗
く
て
も
平
気
。）
月
光
が
湖
面
に
照
り
映

せ
ん
け
い

え
、
わ
が
影
を
照
ら
し
つ
つ
我
を
導
き
、
�
渓
ま
で
送
り
届
け
て
く
れ
る
か
ら
。
こ

し
ゃ
れ
い
う
ん

せ
き
も
ん

の
渓
谷
に
は
昔
、
謝
霊
運
の
宿
泊
し
た
と
い
う
石
門
の
故
居
が
今
な
お
残
る
。
澄
ん

だ
水
は
変
わ
ら
ず
に
揺
れ
、
猿
の
啼
き
声
が
清
ら
に
響
く
。

足
に
は
謝
霊
運
特
製
の
か
の
下
駄
を
履
き
、
山
を
登
り
行
け
ば
、
わ
が
身
は
あ
た

は
し
ご

か
も
青
雲
の
梯
子
を
登
り
行
く
か
の
よ
う
。
中
腹
あ
た
り
で
海
か
ら
登
る
日
を
見
、

て
ん
け
い

上
空
か
ら
下
り
て
く
る
伝
説
の
「
天
鶏
」
の
声
を
聞
く
。
か
ぎ
り
な
い
巌
が
無
数
の

形
を
見
せ
、
た
ど
る
道
も
定
ま
ら
ず
、
花
に
見
と
れ
道
に
迷
い
、
岩
に
寄
り
添
い
休

ん
で
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
辺
り
は
暗
く
な
っ
て
い
く
。
―
―

こ
れ
よ
り
華
や
か
な
李
白
の
夢
想
の
幕
開
け
と
な
る
が
、
こ
の
夢
想
は
、
天
宝
三

載（
七
四
四
）、
朝
廷
追
放
の
憂
き
目
を
経
て
よ
り
孕
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
翌
年
の
作

に
は
こ
う
い
う
、

不
向
金
闕
游

金
闕（＝

朝
廷
）に
向
か
い
て
游
ば
ず

思
為
玉
皇
客

玉
皇（＝

天
帝
）の
客
と
為
ら
ん
こ
と
を
思
う

（「
大
還（
仙
薬
の
こ
と
）を
草
創
し（
初
め
て
創
る
意
）、
柳
官
迪
に
贈
る
」）

わ
た

き
ょ
う
こ

「
一
夜

飛
び
度
る

鏡
湖
の
月
」。
月
が
鏡
湖
を
照
ら
す
と
い
う
、
純
潔
に
し

て
朦
朧
た
る
夜
。
彼
の
魂
は
憧
れ
の
仙
境
へ
と
飛
ん
で
い
く
。
一
夜
に
し
て
「
東

魯
」
か
ら
「
鏡
湖
」
ま
で
「
飛
び
度
」
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
こ
の
想
像
力
豊
か
な

空
間
移
動
。
李
白
は
、
飛
ぶ
衝
動
に
強
く
突
き
動
か
さ
れ
る
や
、
無
媒
介
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
詩
的
跳
躍
を
苦
も
な
く
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
夢
の
如
き

行
為
へ
の
強
い
憧
憬
、
な
い
し
は
渇
望
が
、
李
白
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
な
が
ら
反
重
力
を
可
能
と
す
る
仙
人

の
詩
想
で
あ
る
。
李
白
の
精
神
は
し
ば
し
ば
溌
剌
と
し
た
機
動
性
、
驚
く
べ
き
敏
捷

性
に
彩
ら
れ
る
瞬
間
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
霊
魂
の
一
瞬
の
ひ
ら
め
き
を
得
る
や
、
新

し
い
詩
的
経
験
を
開
示
す
る
の
だ
。

加

藤

国

安

４



�
渓
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
謝
霊
運
が
こ
よ
な
く
愛
し
た
清
ら
か
な
所
で
あ
る
。

り
ょ
く
す
い

と
う
よ
う

せ
い
え
ん

り
ん
か
い

李
白
の
右
句
「
	
水

蕩
漾
し

清


啼
く
」
は
、
前
掲
の
謝
霊
運
詩
「
臨
海
の

や
ま

き
ょ
う
ち
ゅ
う

�
に
登
り
、
初
め
て
疆
中
を
発
し
て
の
作
」
の
、

ほ
っ
か
ん

秋
泉
鳴
北
澗

秋
泉

北
澗
に
鳴
き

な
ん
ら
ん

哀
猿
響
南
巒

哀
猿

南
巒
に
響
く

を
受
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
李
白
の
謝
霊
運
へ
の
敬
慕
の
念
は
、
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ

る
。
そ
し
て
早
速
、
謝
霊
運
と
同
じ
方
法
で
山
歩
き
を
試
み
る
と
、
い
よ
い
よ
楽
し

さ
が
こ
み
上
げ
て
き
て
、
い
か
に
も
青
雲
の
梯
子
を
昇
る
心
地
が
し
て
く
る
。
さ
ら

に
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
奇
景
も
現
れ
て
く
る
。
―
―
山
の
東
側
の
斜
面
か
ら
は

海
の
日
の
出
が
見
え
る
し
、
ま
た
そ
の
日
の
出
の
光
が
さ
す
と
、
天
下
の
鶏
に
先
駆

と
う
と
さ
ん

け
て
鳴
き
始
め
る
と
い
う
伝
説
の
、「
桃
都
山
の
天
鶏
」
の
声
だ
っ
て
聞
こ
え
て
く

る
―
―
と
い
う
よ
う
に
…
。

て
い

て
ん
け
い

こ
の
「
青
雲
の
梯
」「
天
鶏
」
も
、
葛
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
謝
霊
運
の
作
中
に

見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。

惜
無
同
懐
客

惜
し
む
ら
く
は

懐
を
同
じ
う
す
る
客
の

共
登
青
雲
梯

共
に
青�

雲�

の�

梯�

を
登
る
無
き
を

（「
登
石
門
最
高
頂
」）

海
鴎
戯
春
岸

海
鴎

春
岸
に
戯
れ

天
鶏
弄
和
風

天�

鶏�

和
風
を
弄
す

（「
於
南
山
往
北
、
経
湖
中
瞻
眺
」）

謝
霊
運
と
本
詩
と
の
関
連
は
明
ら
か
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論

は
な
い
。
た
だ
そ
の
影
響
が
ど
こ
ま
で
作
品
を
覆
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

も
っ
と
検
討
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
李
白
は
こ
の
天
姥
山
で
も
、「
半
壁

海
日
を
見
」
と
い
う
よ
う
に

東
海
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
は
、
天
台
山
系
の
詩
に
お
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
条
件
反
射
的
で
あ
る
。
沿
海
部
に
な
い
五
岳
で
は
、
こ
う
は
い
か
な

い
。
李
白
が
天
台
山
系
の
山
に
心
引
か
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
い
ま
だ
見
ざ
る

東
海
へ
の
連
想
が
き
わ
め
て
夢
幻
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

や
が
て
、
歩
き
疲
れ
て
岩
に
も
た
れ
て
休
む
頃
、
夜
の
と
ば
り
が
下
り
始
め
る

と
、
あ
た
り
は
ま
す
ま
す
神
仙
境
の
雰
囲
気
を
深
め
て
い
く
。

【
第
二
段
―
二
】

が
ん
せ
ん

と
ど
ろ

熊
咆
龍
吟
殷
巌
泉

熊
は
咆
え

龍
は
吟
じ

巌
泉
に
殷
く

ふ
る

そ
う
て
ん

慄
深
林
兮
驚
層
巓

深
林
を
慄
わ
し

層
巓
を
驚
か
す

雲
青
青
兮
欲
雨

雲

青
青
と
し
て

雨
ふ
ら
ん
と
欲
し

た
ん
た
ん

水
澹
澹
兮
生
煙

水

澹
澹
と
し
て

煙
を
生
ず

れ
っ
け
つ

へ
き
れ
き

列
缺
霹
靂

列
缺

霹
靂

き
ゅ
う
ら
ん

ほ
う
さ
い

邱
巒
崩
催

邱
巒

崩
催
し

ど
う
て
ん

せ
き
せ
ん

洞
天
石
扇

洞
天

石
扇

こ
う
ぜ
ん

�
然
中
開

�
然
と
し
て
中
よ
り
開
く

せ
い
め
い

こ
う
と
う

青
冥
浩
蕩
不
見
底

青
冥

浩
蕩

底
を
見
ず

し
ょ
う
よ
う

日
月
照
耀
金
銀
台

日
月

照
耀
す

金
銀
の
台

げ
い

霓
為
衣
兮
風
為
馬

霓
は
衣
と
為
り

風
は
馬
と
為
り

き
み

ふ
ん
ぷ
ん

雲
之
君
兮
紛
紛
而
下
来

雲
の
君
は

紛
紛
と
し
て

下
り
来
た
る

し
つ

ら
ん

め
ぐ

虎
鼓
瑟
兮
鸞
迴
車

虎
は
瑟
を
鼓
し

鸞
は
車
を
迴
ら
し

仙
之
人
兮
列
如
麻

仙
の
人

列
す
る
こ
と
麻
の
如
し

お
ど
ろ

は
く

忽
魂
悸
以
魄
動

忽
ち
魂

悸
き
以
っ
て

魄

動
き

５

李
白
の
天
台
山
・
天
姥
山
の
詩

―
―
自
由
な
魂
の
あ
り
か
を
求
め
て
（
二
）



き
ょ
う

�
驚
起
而
長
嗟

�
と
し
て
驚
き
起
ち
て

長
嗟
す

た

惟
覚
時
之
枕
席

惟
だ
覚
む
る
時
の
枕
席
の

こ
う
ら
い

失
向
来
之
煙
霞

向
来
の
煙
霞
を
失
う
を

―
―
熊
は
ほ
え
、
龍
は
う
な
り
、
岩
間
を
行
く
流
れ
に
さ
か
ん
に
轟
き
、
深
い
林

を
ふ
る
わ
せ
た
り
、
重
な
っ
た
山
々
の
峰
を
驚
か
せ
た
り
。
雲
が
黒
々
と
湧
い
て
き

て
、
今
に
も
雨
が
降
り
だ
さ
ん
ば
か
り
。
ま
た
流
れ
が
岩
に
あ
た
り
、
飛
沫
が
も
や

の
よ
う
に
け
ぶ
る
。

と
そ
こ
へ
、
稲
光
と
雷
鳴
。
た
ち
ま
ち
峰
は
崩
れ
ん
ば
か
り
。
す
る
と
、
け
た
た

ま
し
い
中
、
仙
界
の
入
り
口
で
あ
る
洞
府
の
岩
の
扉
が
、
内
側
か
ら
開
き
だ
す
。う

て
な

そ
の
中
を
の
ぞ
け
ば
、
暗
く
て
広
く
て
ま
る
で
底
な
し
。
目
も
く
ら
む
金
銀
の
台

の
上
に
、
太
陽
と
月
が
輝
き
、
仙
人
た
ち
は
虹
の
衣
を
ま
と
い
、
風
を
馬
の
よ
う
に

御
し
、
次
々
に
空
か
ら
下
り
て
く
る
。

し
つ

ら
ん

虎
は
瑟
を
弾
き
、
鸞
は
車
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
後
ろ
か
ら
仙
人
・
仙
女
た
ち
が
、

列
を
作
っ
て
長
々
と
。
こ
の
光
景
を
見
て
、
心
は
動
悸
し
陶
酔
し
、
驚
き
立
ち
上
が

り
長
く
感
嘆
す
。

や
が
て
夢
か
ら
さ
め
て
み
れ
ば
、
あ
る
の
は
た
だ
枕
と
寝
具
、
そ
れ
ま
で
の
仙
界

の
霞
は
消
え
て
い
た
。
―
―

山
谷
・
森
林
に
猛
々
し
い
獣
・
龍
な
ど
が
徘
徊
し
、
肝
を
つ
ぶ
す
よ
う
な
恐
ろ
し

い
声
を
た
て
る
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
ま
た
葛
景
春
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
謝
霊

運
の
「
山
居
の
賦
」（『
宋
書
』
本
伝
）の
次
句
に
類
す
る
。

ゆ
う
ひ

さ
い
こ

山
下
則
熊
羆
豺
虎

山
下
は
則
ち

熊
羆

豺
虎

が
ん
ろ
く

く
ん
け
い

�
�
鹿
麕
�

�
鹿

麕
�

き
ゅ
う
が
い

て
き
ひ

擲
飛
技
於
窮
崖

枝
を
窮
崖
に
擲
飛
し

ふ

し
ん
け
い


空
絶
於
深
�

空
を

ん
で
深
�
を
絶
す

こ
く
て
い

う
づ
く
ま
ち
ょ
う
し
ょ
う

蹲
谷
底
而
長
嘯

谷
底
に
蹲
り
長
嘯
し

も
く
び
ょ
う

よ

攀
木
杪
而
哀
鳴

木
杪
を
攀
じ
て
哀
鳴
す

李
白
の
右
詩
は
、
あ
る
部
分
謝
霊
運
の
こ
の
句
の
影
の
も
と
に
成
っ
て
い
る
と
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
謝
霊
運
の
影
響
と
い
う
指
摘
だ
け
で
は
、
道
士
李
白
の
内

面
の
奥
深
く
ま
で
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
竺
・
葛
両
論
文
は
、
主
と
し
て

謝
霊
運
と
の
関
係
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
旨
が
異
な
る
と
い
う
点
は
あ
る

が
、
本
詩
は
な
に
よ
り
も
仙
山
を
愛
す
る
李
白
が
、
道
教
の
福
地
た
る
「
天
姥
山
」

そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
作
品
な
の
で
あ
り
、
我
々
と
し
て
は
議
論
を
謝
霊
運
の
影
響
に

も
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
前
に
、
ま
ず
は
李
白
の
内
発
的
な
天
姥
山
へ
の
思
い
に
つ
い

て
し
っ
か
り
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
葛
論
文
で
問
題
な
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
こ
ま
で
述
べ

ら
れ
て
き
た
「
夢
中
の
山
中
の
険
し
さ
」
が
、
真
に
「
官
途
の
険
し
さ
」
を
意
味
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
筆
者
に
は
、
天
姥
山
が
い
か
に
険
峻
な
山
谷

に
は
ば
ま
れ
た
超
俗
的
世
界
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神

秘
の
聖
地
は
、
凡
俗
の
世
間
の
す
ぐ
近
く
に
は
な
い
。
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
て
、
容
易
に
人
が
近
づ
く
の
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
難
路
を
た
ど

る
こ
と
で
、
人
は
聖
地
に
一
歩
一
歩
近
づ
い
て
い
く
こ
と
を
実
感
で
き
る
の
だ
と
思

う
。
今
回
、
筆
者
も
天
台
山
へ
の
長
い
道
を
た
ど
っ
た
が
、
し
き
り
に
こ
の
こ
と
を

思
っ
た
。
ま
し
て
交
通
の
便
の
悪
い
当
時
は
、
ま
さ
に
険
し
い
旅
路
だ
っ
た
に
相
違

な
い
。
加
え
る
に
、
葛
論
文
が
「
山
中
の
険
し
さ
」
を
、「
仙
境
の
す
ば
ら
し
さ
」

と
対
比
さ
れ
る
形
で
「
官
途
の
険
し
さ
」
を
い
う
と
す
る
の
も
、
い
さ
さ
か
図
式
的

す
ぎ
る
と
思
う
。
謝
霊
運
・
李
白
の
二
人
に
と
っ
て
、
険
し
い
山
中
は
美
や
癒
し
の

対
象
で
は
あ
っ
て
も
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

次
句
に
進
も
う
。
と
突
然
、
激
し
い
雷
雨
が
襲
い
、
神
秘
的
な
中
で
仙
境
の
洞
窟

の
扉
が
開
く
。
天
姥
山
は
、
く
り
か
え
す
が
道
教
の
七
十
二
福
地
の
十
六
福
地
に
あ

加

藤

国

安

６



た
る
。
こ
の
世
な
ら
ぬ
福
地
の
「
洞
府
」
の
中
を
の
ぞ
い
た
李
白
は
、
た
ち
ま
ち
こ

こ
が
そ
の
十
六
番
目
の
福
地
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
五
色
の
光
が
き
ら
め
き
、

華
麗
な
音
楽
が
奏
で
ら
れ
、
立
派
な
車
が
連
な
り
、
そ
し
て
大
勢
の
仙
人
・
仙
女
た

ち
が
楽
し
そ
う
に
空
か
ら
下
り
て
く
る
。
そ
れ
は
さ
な
が
ら
光
と
響
き
と
軽
や
か
さ

を
な
い
交
ぜ
に
す
る
世
で
あ
り
、
何
と
も
幻
想
的
な
眺
め
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
神
仙
界
の
逸
楽
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
な
の
だ
が
、
ま
た
李
白
が
過

ご
し
た
三
年
間
の
長
安
の
華
や
か
な
宮
廷
生
活
―
―
「
宮
中
行
楽
詞
」
な
ど
に
描
か

れ
て
い
る
―
―
に
も
似
て
い
る
。
李
白
が
目
の
当
た
り
に
し
た
悪
夢
の
ご
と
き
腐
敗

し
た
政
治
の
世
界
を
の
ぞ
け
ば
だ
が
…
。
政
治
と
は
全
然
別
種
の
自
由
の
世
界
―
―

神
仙
世
界
―
―
へ
の
解
放
の
熱
風
が
、
李
白
を
し
て
い
よ
い
よ
詩
的
想
像
力
を
た
く

ま
し
く
さ
せ
、
夢
の
遊
仙
詩
と
い
う
異
色
の
詩
を
書
き
上
げ
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
段
落
の
目
く
る
め
く
夢
の
世
界
は
、
李
白
の
仙
境
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
凝

縮
的
に
示
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
じ
つ
に
興
趣
深
い
。
注
意
す
べ
き
は
、「
洞

府
」
の
神
仙
界
と
い
う
所
は
、
仙
人
ら
が
浮
遊
し
天
翔
る
イ
メ
ー
ジ
が
顕
著
だ
と
い

き
み

ふ
ん
ぷ
ん

う
こ
と
だ
。「
雲
の
君
は

紛
紛
と
し
て

下
り
来
た
る
」
と
あ
る
が
、
今
は
天
か

ら
下
り
て
く
る
と
し
て
も
再
び
舞
い
上
が
る
動
き
を
内
包
す
る
。
本
来
、
こ
の
反
重

力
の
浮
揚
の
た
め
に
は
、
と
て
つ
も
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
は
ず
だ
。
そ
こ
は

仙
人
・
仙
女
の
こ
と
、
苦
も
な
く
自
在
に
舞
う
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
夢
想
を

支
え
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
李
白
の
強
烈
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ

れ
ほ
ど
ま
で
の
浮
力
を
欲
し
た
背
景
は
何
な
の
か
、
そ
こ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
第
三
段
の
所
で
考
察
し
よ
う
。

げ
い

き
み

と
こ
ろ
で
、
第
二
段
其
二
の
「
霓
は
衣
と
為
り

風
は
馬
と
為
り
／
雲
の
君
は

ふ
ん
ぷ
ん

紛
紛
と
し
て

下
り
来
た
る
」
云
々
の
天
空
の
神
仙
世
界
を
行
く
描
写
に
つ
い
て

は
、
小
論
上
編
の
「
元
丹
丘
歌
」
に
、「
長
く
周
旋
し
／
星
虹
を
躡
む
／
身
は
飛
龍

に
騎
っ
て

耳
に
風
を
生
ず
」、
ま
た
「
太
山
に
遊
ぶ
」
其
一
に
、「
玉
女

四
五
人

／
飄
�
と
し
て

九
垓
よ
り
下
る
」
と
い
っ
た
類
似
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
た

ど
う
て
ん

せ
き
せ
ん

こ
う
ぜ
ん

「
洞
天

石
扇
／
�
然
と
し
て
中
よ
り
開
く
」
と
い
う
洞
府
の
扉
が
開
く
と
い
う
描

写
は
、
こ
れ
も
「
太
山
に
遊
ぶ
」
詩
其
一
に
、「
洞
門

石
扇
を
閉
じ
／
地
底

雲

雷
を
興
す
」
と
、
同
様
の
表
現
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
天
姥
山
に
游
ぶ
詩
」

は
、
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
遊
仙
詩
を
巧
み
に
織
り
交
ぜ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
ら
の
遊
仙
の
句
に
は
謝
霊
運
の
影
は
ま
っ
た
く
な
く
、
李
白
自
身
の
神
仙

の
詩
情
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
本
詩

が
、
謝
霊
運
の
全
面
的
な
影
に
覆
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

永
遠
な
る
仙
境
の
世
界
を
、
恍
惚
た
る
放
心
を
も
っ
て
愉
悦
す
る
李
白
。
そ
れ
が

ど
れ
く
ら
い
続
い
た
だ
ろ
う
か
。
や
が
て
、
夢
か
ら
さ
め
る
時
が
来
た
。
目
覚
め
て

み
れ
ば
、
も
う
天
姥
山
の
仙
境
の
霞
は
跡
形
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
李
白
は
最
後
の

段
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

【
第
三
段
】

世
間
行
楽
亦
如
此

世
間
の
行
楽
も
亦
た
此
く
の
如
し

古
来
万
事
東
流
水

古
来

万
事

東
流
の
水

か
え

別
君
去
兮
何
時
還

君
に
別
れ
去
ら
ば

何
れ
の
時
か
還
ら
ん

し
ば
ら

は
く
ろ
く

せ
い
が
い

且
放
白
鹿
青
崖
間

且
く
白
鹿
を
放
つ

青
崖
の
間

す
べ
か
ら

の

須
行
即
騎
訪
名
山

須
く
行
く
べ
く
ん
ば

即
ち
騎
り
て
名
山
を
訪
ぬ

べ
し

い
ず
く

よ

く
だ

つ
か

安
能
摧
眉
折
腰
事
権
貴

安
ん
ぞ
能
く
眉
を
摧
き
腰
を
折
り

権
貴
に
事
え

し
ん
が
ん

使
我
不
得
開
心
顔

我
を
し
て
心
顔
を
開
く
を
得
ざ
ら
し
め
ん
や

―
―
世
間
の
楽
し
み
も
ま
た
、
こ
ん
な
と
り
と
め
な
き
も
の
。
古
来
、
す
べ
て
の

出
来
事
は
、
東
に
流
れ
て
や
ま
ぬ
川
の
水
に
同
じ
。
今
、
諸
君
ら
と
離
別
の
時
が
き

た
。
今
後
、
い
つ
ま
た
帰
り
く
る
や
ら
。
こ
れ
か
ら
は
白
い
鹿
を
青
い
崖
の
あ
た
り

７

李
白
の
天
台
山
・
天
姥
山
の
詩

―
―
自
由
な
魂
の
あ
り
か
を
求
め
て
（
二
）



に
放
た
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
背
に
ま
た
が
り
訪
ね
歩
か
ん
、
天
下
の
名
山
を
。

自
分
は
ま
っ
ぴ
ら
ご
め
ん
、
目
尻
を
下
げ
腰
を
折
り
、
権
貴
に
仕
え
る
の
は
。
わ

が
心
の
ま
ま
に
表
情
の
ま
ま
に
、
自
由
に
生
き
ね
ば
気
が
晴
れ
ぬ
。
―
―

あ
ぶ
く
の
よ
う
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
夢
の
中
の
仙
境
。
こ
の
世
の
こ
と
は
、
す

べ
て
は
は
か
な
い
一
場
の
夢
。
長
安
の
こ
と
も
、
官
場
の
こ
と
も
、
も
う
二
度
と
帰

ら
ざ
る
川
の
流
れ
に
同
じ
。
な
ら
ば
、
こ
の
世
の
し
が
ら
み
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
捨

て
て
、
残
り
の
人
生
は
仙
人
に
な
っ
て
名
山
を
訪
ね
回
り
た
し
。
そ
う
李
白
は
い

う
。
長
年
、
仙
人
の
心
を
願
い
続
け
て
き
た
李
白
に
と
っ
て
、
結
局
、
長
安
の
堕
落

し
た
権
貴
の
世
界
は
、
唾
棄
す
べ
き
対
象
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
世
に

裏
切
ら
れ
た
詩
壇
の
仙
人
は
、
迷
妄
の
官
途
に
己
が
退
化
し
て
い
く
こ
と
を
自
ら
謝

絶
す
る
。
そ
し
て
、
今
度
は
い
わ
ば
自
分
を
裏
返
し
、
彼
本
来
の
道
士
と
し
て
の
生

き
方
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
静
か
に
自
ら
を
見
つ
め
、
己
の
心
の
行
き
場
を

探
し
て
み
る
李
白
。
そ
の
あ
げ
く
、
道
教
の
七
十
二
福
地
な
ど
の
名
山
に
赴
き
、
大

自
然
の
永
遠
の
理
に
従
わ
ん
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
福
地
の
洞
府
で
見

た
幻
想
的
な
仙
界
―
―
じ
つ
は
夢
想
だ
け
れ
ど
も
―
―
は
、
人
間
的
価
値
観
以
外
に

も
幸
福
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
に
い
っ
そ
う
深
く
認
識
さ
せ
た
と
い
え
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
李
白
は
も
と
も
と
天
台
山
・
天
姥
山
に
対
し
て
は
、

敬
慕
す
る
謝
霊
運
に
関
連
作
品
も
あ
っ
て
豊
か
な
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
の

は
事
実
だ
が
、
こ
れ
に
帝
都
追
放
と
い
う
政
治
的
挫
折
が
加
わ
る
や
、
こ
の
世
を
泡

沫
の
ご
と
き
世
界
と
見
、
画
然
と
こ
れ
を
謝
絶
し
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
追
い
求
め
て

き
た
遊
仙
の
思
い
へ
と
回
帰
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
夢
で
福
地
天
姥
山
へ

赴
き
、
そ
の
神
秘
の
境
地
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
抑
圧
さ
れ
た
沈
鬱
な
自

身
と
決
別
し
、
新
た
な
再
生
を
遂
げ
ん
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
前

述
の
嘯
流
氏
に
よ
れ
ば
「
精
神
的
補
償
」
と
い
う
言
い
方
に
な
る
が
、
筆
者
な
り
に

も
う
少
し
丁
寧
に
い
え
ば
、
政
治
に
深
く
挫
折
し
た
李
白
が
、
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ

る
だ
け
の
魂
の
慰
安
を
強
く
欲
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

洞
府
が
開
い
た
と
き
、
李
白
は
ま
る
で
お
の
が
胸
の
扉
が
ぽ
っ
か
り
開
い
て
、
そ

れ
ま
で
の
重
く
塞
が
れ
て
い
た
気
分
か
ら
解
き
放
た
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
虹
の
羽
衣
が
舞
う
様
を
見
た
と
き
、
己
の
想
像
の
世
界
に
言
い
よ

う
の
な
い
安
ら
ぎ
を
覚
え
も
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な

ら
ば
、
政
治
の
世
界
へ
の
失
望
の
有
無
に
よ
り
、
本
詩
と
「
太
山
に
遊
ぶ
」
其
一
の

「
玉
女

四
五
人
／
飄
�
と
し
て

九
垓
よ
り
下
る
」
と
で
は
、
表
現
的
に
は
類
似

し
て
も
、
内
実
的
に
は
仙
界
へ
の
憧
憬
の
念
は
ま
っ
た
く
異
質
化
し
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
洞
府
に
お
け
る
天
翔
る
イ
メ
ー
ジ
の
顕
著
さ
、
裏
を
返
せ
ば
李
白
の
強
烈

な
浮
力
願
望
は
、
彼
が
人
間
世
界
の
愚
劣
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
な
め
、
抑
鬱
的
な

心
情
に
押
し
込
め
ら
れ
た
が
ゆ
え
の
心
理
的
リ
バ
ウ
ン
ド
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
忽
然

と
現
れ
た
洞
府
の
中
の
仙
境
の
風
景
が
、
夢
幻
的
か
つ
魅
力
的
に
夢
想
さ
れ
、
そ
れ

が
生
き
生
き
と
描
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
彼
は
泥
濘
の
底
辺
よ
り
引
き
上
げ
ら
れ
、
さ

ら
に
は
軽
く
さ
れ
た
い
お
の
が
希
求
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え

ば
、
か
の
荘
子
が
「
其
の
心
、
以
て
然
ら
ず
と
為
す
者
は
、
天
門
、
開
か
ざ
ら
ん
」

（『
荘
子
』
天
運
篇
）
と
、
正
し
い
道
理
を
理
解
し
な
い
人
間
に
は
、
真
理
の
門
は

開
か
れ
ぬ
と
い
っ
た
の
と
は
逆
の
意
味
で
、
こ
の
「
洞
天
」
の
門
を
「
中
よ
り
開
」

け
さ
せ
て
い
る
の
は
、
理
に
開
眼
し
た
李
白
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
そ
の
洞
府
の
楽
し
い
神
仙
世
界
も
、
や
が
て
は
消
え
て
し
ま
う
は
か
な

い
も
の
な
の
だ
と
感
じ
た
李
白
は
、
夢
の
仙
界
め
ぐ
り
は
、
所
詮
は
肉
体
を
遊
離
し

た
魂
の
で
き
ご
と
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
帰
る
や
、
生
身
の
体
を
置
き
去
り
に
し
て
い

た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
己
の
神
仙
の
道
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
を
静
か
に
問
い
つ
め
る
、
李
白
の
道
士
と
し
て
の
深
化
し
た
姿
勢
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
機
に
後
述
す
る
第
四
期
の
山
の
パ
ン
セ（
思
想
）の
詩
が
開
花

す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

政
治
の
世
界
に
挫
折
し
た
後
、
李
白
は
道
教
の
一
聖
地
天
姥
山
へ
行
っ
て
み
た
い

と
思
っ
た
。
そ
う
思
う
や
、
彼
の
想
像
力
は
あ
っ
と
い
う
間
に
沸
点
に
達
し
、
た
ち

加
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ま
ち
夢
の
中
で
か
の
地
へ
飛
ん
で
行
く
。
そ
し
て
洞
府
の
神
仙
世
界
を
豊
か
に
夢
想

す
る
と
い
う
、
二
重
の
夢
の
フ
ォ
ル
ム
を
織
り
な
す
。
こ
の
夢
の
よ
う
な
洞
府
の
世

界
の
描
写
が
、
じ
つ
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
通
り
だ
が
、
そ
れ
ば

か
り
か
、
李
白
は
さ
ら
に
末
尾
の
段
で
、
夢
か
ら
覚
め
た
後
「
世
間
の
行
楽
も
亦
た

此
く
の
如
し
」
と
述
べ
、
人
生
は
夢
の
よ
う
な
も
の
だ
と
喝
破
し
、
そ
の
夢
か
ら
の

大
悟
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
種
の
構
成
法
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
「
太
山
に
遊

そ
ぞ

ぶ
」
其
六
に
、「
明
晨

坐
ろ
に
相
失
い
／
但
見
る

五
雲
の
飛
ぶ
を
」
と
、
翌
朝
、

幻
想
的
な
神
仙
世
界
が
消
滅
す
る
様
が
描
か
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
本
詩
の
制
作
理
由
を
、
そ
の
一
族
が
天
姥
山
下
の
�
中
に
居

を
構
え
て
い
た
謝
霊
運
へ
の
憧
憬
の
念
に
よ
る
と
す
る
の
は
、
す
ぐ
れ
た
新
説
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

さ
て
、
李
白
は
い
わ
ば
夢
の
二
層
的
創
作
を
経
た
後
、
さ
ら
に
そ
の
夢
か
ら
の
覚

醒
を
経
て
、
人
生
の
深
い
悟
達
へ
と
導
か
れ
て
い
く
と
い
う
、
三
層
の
階
梯
を
用
意

す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
は
夢
中
、
三
重
の
洞
門
を
く
ぐ
る
の
に
託
し
て
、
道
士
の

精
神
修
養
の
深
化
が
は
か
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
の
世
を
辞
し
て
神
仙
の
「
名
山
」

へ
と
向
か
う
覚
悟
に
至
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
識
の
修
養
的

梯
子
を
経
て
神
仙
に
至
る
と
す
る
の
は
、
か
つ
て
李
白
が
こ
こ
�
中
で
親
交
を
結
ん

で
い
た
呉
�（「
天
宝
の
初
、
会
稽
に
客
遊
し
、
道
士
の
呉
�
と
�
渓
に
隠
る
」『
旧
唐
書
』

李
白
伝
）が
、「
神
仙
可
学
論
」「
玄
綱
論
」
な
ど
で
主
張
し
て
い
た
精
神
修
養
論（
拙

論（
一
）を
参
照
）と
軌
を
一
に
す
る
。
た
と
え
ば
、「
神
仙
可
学
論
」
の
中
で
仙
界
よ

り
遠
い
七
つ
の
こ
と
、
お
よ
び
仙
道
に
近
づ
く
七
つ
の
方
法
論
を
説
い
た
部
分
な
ど

は
、
李
白
の
本
詩
の
主
旨
に
合
致
す
る
。
今
、
そ
の
一
部
を
抜
き
出

（
７
）

す
と
、

其
次
以
軒
冕
為
得
意
、
功
名
為
不
朽
、
悦
色
耽
声
、
豊
衣
厚
味
、
自
謂
封
殖

為
長
策
、
貽
後
昆
為
遠
図
、
焉
知
盛
必
衰
。
…
此
遠
於
仙
道
四
也
。

け
ん
べ
ん

其
の
次
は
軒
冕
を
以
て
得
意
と
為
し
、
功
名
を
不
朽
と
為
し
、
色
を
悦
び
声

ほ
う
し
ょ
く

に
耽
り
、
衣
を
豊
か
に
し
味
を
厚
く
し
、
自
ら
封
殖
（
家
産
を
増
や
す
意
）を
謂

お
く

い
ず
く

せ
い

う
を
長
策
と
為
し
、
後
昆（＝

子
孫
）に
貽
る
を
遠
図
と
為
す
は
、
焉
ん
ぞ
盛
は

す
い

必
ず
衰
な
る
を
知
ら
ん
。
…
此
れ
仙
道
よ
り
遠
き
こ
と
の
四
な
り
。

情
忘
嗜
好
、
不
求
栄
顕
、
毎
楽
清
閑
、
体
気
至
仁
、
含
宏
至
静
。
栖
真
物

表
、
超
迹
巌
巒
、
想
道
結
襟
、
以
無
為
為
事
、
近
於
仙
道
一
也
。

つ
ね

情
は
嗜
好
を
忘
れ
、
栄
顕
を
求
め
ず
、
毎
に
清
閑
を
楽
し
み
、
体
気
、
仁
に

し
ん

ぶ
っ
ぴ
ょ
う

す

至
り
、
含
宏（＝

広
大
な
徳
）、
静
に
至
る
。
真
を
物
表
（＝

俗
世
の
外
）に
栖
み
、

が
ん
ら
ん

迹
を
巌
巒（＝

屋
外
の
岩
山
）に
超
え
、
道
を
結
襟（＝

室
内
の
書
斎
？
）に
想
い
、

無
為
を
以
て
事
と
為
す
は
、
仙
道
に
近
き
こ
と
の
一
な
り
。

と
あ
り
、
栄
達
・
色
・
声
・
衣
・
味
な
ど
を
求
め
る
こ
と
を
止
め
、
世
俗
を
離
れ
た

岩
山
の
中
に
住
み
、
専
一
に
道
を
求
め
る
こ
と
が
、
神
仙
に
近
づ
く
こ
と
な
の
だ
と

説
く
。
こ
の
呉
�
の
思
想
は
、「
夢
に
天
姥
山
に
游
ぶ
」
詩
に
お
い
て
、
洞
府
の
夢

の
よ
う
な
楽
し
さ
か
ら
覚
め
、
世
の
栄
達
を
棄
て
て
名
山
で
の
専
ら
な
修
行
に
赴
か

ん
と
い
う
展
開
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
か
つ
て
こ
こ
�
渓
に
と
も

に
隠
れ
た
呉
�
か
ら
も
、
本
詩
は
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
詩
を
前
述
の
「
太
山
に
遊
ぶ
」
詩
と
比
較
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ

の
内
容
や
構
成
は
似
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
異
な
る
の
は
官
途
へ
の
思
い
で
あ
る
。

前
者
は
光
明
に
充
ち
満
ち
て
い
た
頃
の
詩
だ
が
、「
夢
に
天
姥
に
游
ぶ
」
詩
で
は
、

仙
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
官
界
の
醜
悪
さ
と
鮮
や
か
に
対
比
さ
れ
る
形
で
増
幅
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
最
後
の
締
め
方
が
帝
都
追
放
と
い
う
政
治
的
大
挫
折
を
受

け
、
世
俗
の
虚
妄
へ
の
反
発
と
し
て
、「
目
尻
を
下
げ

腰
を
折
り

権
貴
に
仕
え

９

李
白
の
天
台
山
・
天
姥
山
の
詩

―
―
自
由
な
魂
の
あ
り
か
を
求
め
て
（
二
）



る
の
は

ま
っ
ぴ
ら
ご
め
ん
」
と
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
言
い
な
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
李
白
に
、
官
界
、
つ
ま
り
世
俗
と
い
う
も
の
が
様
々
な
誤
算

や
た
え
ま
な
い
危
う
さ
の
上
に
の
っ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
痛
感
さ
せ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
思
い
に
至
る
と
、
彼
の
胸
に
は
道
士
と
な
っ
て
名
山
を
訪

ね
た
い
と
い
う
別
種
の
夢
が
、
―
―
そ
れ
は
本
物
の
道
士
と
な
っ
て
生
き
ん
と
す
る

思
い
で
あ
る
―
―
、
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
界
で
の

挫
折
と
い
う
苦
悩
が
、
夢
想
す
る
詩
人
李
白
を
し
て
い
っ
そ
う
お
の
が
夢
想
に
駆
り

立
て
、
さ
ら
に
そ
の
夢
の
は
か
な
さ
を
経
て
、
よ
り
透
徹
し
た
目
で
永
遠
の
道
に
ひ

と
し
い
己
と
な
る
べ
き
探
求
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
う
い
う
神
仙
に
至
る
道
程
の
仮
託
と
し
て
、
こ
の
三
重
の
夢
の
洞
門
を
通
過
す
る

と
い
う
凝
っ
た
仕
掛
け
が
発
想
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
ん
と
く
せ
ん

本
詩
に
つ
い
て
、
清
の
詩
壇
の
重
鎮
沈
徳
潜
（
一
六
七
三
〜
一
七
六
九
）
は
、
次

の
よ
う
に
い
う
。

託
言
夢
遊
、
窮
形
尽
相
、
以
極
洞
天
之
奇
幻
、
至
醒
後
頓
失
煙
霞
矣
。
知
世

間
行
楽
、
亦
同
一
夢
、
安
能
於
夢
中
屈
身
権
貴
乎
？
吾
当
別
去
、
遍
遊
名
山
以

終
天
年
也
。
詩
境
雖
奇
、
脈
理
却
細
。

（『
唐
詩
別
裁
集
』
巻
六
）

た
く
げ
ん

そ
う

ど
う
て
ん

夢
遊
に
託
言
し
て
、
形
を
窮
め
相
を
尽
く
し
、
以
て
洞
天
の
奇
幻
を
極
め
、

さ

に
わ

え
ん
か

ま

い
ち
む

醒
め
し
後
、
頓
か
に
煙
霞
を
失
す
る
に
至
る
。
世
間
の
行
楽
の
亦
た
一
夢
に
同

い
ず
く

よ

け
ん

き

じ
く
し
て
、
安
ん
ぞ
能
く
夢
中
に
て
権
貴
に
身
を
屈
せ
ん
や
を
知
る
。
吾
、

ま
さ

べ
っ
き
ょ

あ
ま

て
ん
ね
ん

当
に
別
去
し
、
遍
ね
く
名
山
に
遊
び
以
て
天
年
を
終
わ
る
べ
し
。
詩
境
、
奇
と

い
え
ど

み
ゃ
く
り

か
え

雖
も
、
脈
理
、
却
っ
て
細
や
か
な
り
。

―
―
李
白
は
夢
遊
に
託
し
て
洞
府
の
仙
界
を
極
め
た
が
、
そ
の
後
、
夢
が
覚
め
る

と
、
途
端
に
現
実
に
返
り
、
世
間
の
楽
し
み
も
一
場
の
夢
で
あ
り
、
ど
う
し
て
権
貴

に
屈
し
た
り
し
よ
う
ぞ
。
自
分
は
こ
の
世
俗
を
去
り
、
あ
ま
ね
く
名
山
を
訪
ね
歩
い

て
、
天
寿
を
ま
っ
と
う
す
べ
き
人
間
な
の
だ
と
知
っ
た
の
だ
。
―
―
沈
徳
潜
は
本
詩

を
こ
う
概
観
し
た
後
、
そ
の
詩
境
は
奇
異
だ
が
、
脈
絡
は
か
え
っ
て
細
緻
だ
と
評
す

る
。
沈
徳
潜
は
こ
れ
以
上
の
解
釈
を
示
し
て
い
な
い
が
、
本
詩
は
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
李
白
ら
し
い
飛
躍
的
展
開
を
見
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
根
底
に
お
い
て

は
じ
つ
に
細
緻
な
「
脈
理
」
が
織
り
込
ま
れ
た
作
品
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

山
へ
の
深
い
愛
情
に
加
え
て
、
仙
人
へ
の
願
望
が
高
ま
る
と
き
、
李
白
は
こ
の
世

な
ら
ぬ
世
界
へ
の
飽
く
な
き
夢
を
膨
張
さ
せ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
李
白
の
想
像
力
の
源

だ
っ
た
。
そ
の
夢
想
の
程
度
が
尋
常
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
本
物
の
「
狂
人
」（「
我
は

本
よ
り
楚
の
狂�

人�

」
李
白
「
廬
山
謠
」）た
る
彼
の
真
骨
頂
が
あ
っ
た
。
李
白
の
こ
の
夢

想
癖
は
、
出
仕
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
に
も
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
誇

大
な
夢
想
癖
か
ら
す
れ
ば
、
朝
廷
の
現
実
政
治
は
醜
悪
そ
の
も
の
と
映
っ
た
し
、
民

草
を
救
済
す
る
た
め
の
理
想
か
ら
も
ほ
ど
遠
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た

そ
の
夢
想
癖
が
、
政
治
に
す
っ
か
り
失
望
し
悲
哀
の
前
に
立
ち
す
く
む
李
白
を
、
再

び
永
遠
の
眺
望
の
き
く
見
晴
ら
し
ま
で
高
め
て
く
れ
た
と
い
え
る
。

李
白
の
夢
の
フ
ォ
ル
ム
を
典
型
的
に
表
し
た
遊
仙
詩
と
し
て
と
り
わ
け
重
要
な
の

が
、
こ
の
「
夢
に
天
姥
に
游
び
吟
じ
て
留
別
す
」
詩
だ
が
、
本
詩
は
遊
仙
詩
と
い
う

の
み
な
ら
ず
、
李
白
の
夢
が
い
か
に
豊
か
な
詩
的
想
像
力
を
は
ぐ
く
む
も
の
で
あ
る

か
を
典
型
的
に
示
す
作
品
で
も
あ
る
。
中
国
の
研
究
者
の
間
で
、
よ
う
や
く
新
し
い

解
釈
が
出
て
き
て
い
る
段
階
だ
が
、
中
国
の
高
校
の
教
科
書
で
本
詩
が
選
ば
れ
て
、

全
国
の
高
校
生
が
学
習
し
て
い
る
だ
け
に
、
ぜ
ひ
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
、
自
国
の
す
ぐ
れ
た
伝
統
文
化
を
示
す
作
品
と
し
て
、
ま
た
李
白
の
真
髄
に

触
れ
ら
れ
る
作
品
と
し
て
、
後
世
に
継
承
す
べ
く
学
習
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

加
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六

そ
の
後
の
李
白
の
天
台
山
詩

李
白
の
道
教
詩
の
区
分
か
ら
す
る
と
、
第
四
期
は
、
天
宝
六
載（
七
四
七

四
七

歳
）〜
至
徳
二
年（
七
五
七

五
七
歳
）、
大
逆
罪
に
問
わ
れ
る
ま
で
に
あ
た
る
。
こ
の

間
も
、
李
白
は
折
に
触
れ
て
天
台
山
の
詩
を
書
い
て
い
る
。
越
の
四
明
山
や
天
台
山

を
含
む
天
姥
山
の
詩
的
体
験
が
、
よ
ほ
ど
強
い
印
象
と
な
っ
て
残
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
う
お
く
さ
ん
じ
ん

ぎ
ま
ん

か
え

「
送
王
屋
山
人
魏
万
還
王
屋
」「
王
屋
山
人
の
魏
万
の
王
屋
に
還
る
を
送
る
」

…
…

…
…

て
ん
だ
い

し
め
い

天
台
連
四
明

天
台

四
明
に
連
な
り

こ
く
せ
い

日
入
向
国
清

日
入
り
て

国
清
に
向
か
う

ご
ほ
う

五
峯
転
月
色

五
峯

月
色
転
じ

百
里
行
松
声

百
里

松
声
行
く

れ
い
け
い

ほ
し
い
ま
ま

え
ん
え
つ

霊
渓
恣
沿
越

霊
渓

恣
に
沿
越
し

か
ち
ょ
う

ち
ょ
う
こ
つ

華
頂
殊
超
忽

華
頂

殊
に
超
忽
た
り

せ
き
り
ょ
う

石
梁
横
青
天

石
梁

青
天
に
横
た
わ
り

そ
ば
だ

ふ

側
足
履
半
月

足
を
側
て
て

半
月
を
履
む

け
ん
ぜ
ん

え
い
か

眷
然
思
永
嘉

眷
然
と
し
て

永
嘉
を
思
い

は
ば
か

は
る
か

不
憚
海
路
�

憚
ら
ず

海
路
の
�
な
る
を

か
か

か
い
き
ょ
う

へ

挂
席
歴
海
�

席
を
挂
げ
て

海
�
を
歴

め
ぐ

み

せ
き
じ
ょ
う

迴
瞻
赤
城
霞

迴
り
て
瞻
る

赤
城
の
霞

せ
き
じ
ょ
う

よ
う
や

び
ぼ
つ

赤
城
漸
微
没

赤
城

漸
く
微
没
し

こ
し
ょ

ぎ
ょ
う
こ
つ

孤
嶼
前
嶢
兀

孤
嶼

前
に
嶢
兀
た
り

…
…

…
…

―
―
天
台
山
は
か
の
四
明
山
に
続
き
、
秀
霊
の
山
々
が
連
な
る
所
。
日
の
沈
む

頃
、
国
清
寺
に
向
か
い
進
み
行
く
。
お
り
か
ら
寺
の
そ
ば
の
五
つ
の
峰
は
、
す
で
に

月
明
か
り
が
美
し
い
。
ま
た
行
程
百
里
の
間
は
、
松
風
の
音
が
響
き
渡
る
。

ほ
し
い
ま
ま
歩
み
行
く
よ
、
趣
の
あ
る
谷
に
沿
っ
て
。
な
か
ん
ず
く
高
く
見
ゆ
る

よ
、
あ
の
華
頂
峰
の
頂
き
が
。
有
名
な
天
台
の
石
梁
は
、
青
空
に
横
た
わ
っ
て
。
足

を
す
く
め
て
半
月
状
の
石
橋
を
渡
り
い
く
。
永
嘉
の
景
色
が
優
れ
て
い
る
と
人
の
噂

に
聞
け
ば
、
海
路
の
遠
き
を
い
と
わ
ず
に
、
帆
を
掲
げ
て
海
の
島
々
を
通
り
過
ぎ
て

い
く
。
そ
の
間
、
振
り
返
れ
ば
霞
立
つ
赤
城
山
が
見
ゆ
。
や
が
て
そ
の
姿
も
消
え
、

前
方
に
は
孤
島
の
影
が
点
々
と
。
―
―

本
詩
は
五
言
の
百
二
十
句
か
ら
な
り
、
李
白
集
中
で
も
有
数
の
長
篇
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
関
係
す
る
部
分
の
み
を
引
く
。
こ
こ
に
登
場
す
る
魏
万
は
、
後
に
李
白
に

と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
と
な
る
。
天
宝
九
載（
七
五
〇
）の
作
。
こ
の
年
、
李

白
は
自
分
の
作
品
の
全
て
を
こ
の
魏
万
に
委
託
し
、
後
の
李
白
の
詩
文
集
の
始
ま
り

と
な
る
『
李
翰
林
集
』
の
編
集
を
彼
に
委
ね
る
か
ら
で
あ
る
。
魏
万
は
李
白
を
慕
っ

て
「
台
越
に
遊
び
、
永
嘉
を
経
、
謝
公
の
石
門
を
観
、
後
、
広
陵
に
於
い
て（
李
白

に
）相
見
」（
本
詩
序
）え
た
と
い
う
、
熱
烈
な
李
白
の
信
奉
者
だ
っ
た
。
李
白
は
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
魏
万
が
自
分
を
慕
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
喜
び
、「
其
の
文
を
愛
し
、（
彼

た
た

の
）古
を
好
み
、
方
外
に
浪
跡
す
る
を
美
え
、
因
り
て
…
是
の
詩
を
贈
」（
同
）っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
魏
万
が
自
分
の
跡
を
追
う
よ
う
に
し
て
「
台
越
」
め
ぐ
り

を
し
た
こ
と
を
、
李
白
は
自
ら
の
経
験
と
合
わ
せ
て
想
起
し
、
右
の
よ
う
な
詩
を
彼

に
寄
せ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
李
白
は
、「
天
台
」「
四
明
」「
国
清
」「
華
頂
」「
石
梁
」

「
赤
城
」
な
ど
、
天
台
山
ゆ
か
り
の
思
い
出
の
地
を
列
挙
し
懐
か
し
ん
で
い
る
。
本

詩
は
、
李
白
に
と
っ
て
天
台
山
が
印
象
深
い
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
の
例
証
で
あ
る
。

た
だ
李
白
自
身
の
宗
教
的
体
験
に
つ
い
て
は
、
そ
っ
と
胸
に
し
ま
わ
れ
何
も
語
ら
れ

て
は
い
な
い
。
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台
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が
い
こ
う

「
贈
僧
崖
公
」

「
僧
崖
公
に
贈
る
」

…

…

へ

自
言
歴
天
台

自
ら
言
う

天
台
を
歴
て

う

ふ

搏
壁
躡
翠
屏

壁
を
搏
ち

翠
屏
を
躡
み

り
ょ
う
き
ょ
う

せ
き
き
ょ
う

凌
競
石
橋
去

凌
競
と
し
て

石
橋
を
去
り

せ
い
め
い

恍
惚
入
青
冥

恍
惚
と
し
て

青
冥
に
入
ら
ん
と

ら
い
き

昔
往
今
来
帰

昔
往
き

今
来
帰
し

へ

絶
景
無
不
経

絶
景

経
ざ
る
無
し

何
日
更
携
手

何
れ
の
日
か

更
に
手
を
携
え

乗
杯
向
蓬
瀛

杯
に
乗
じ
て

蓬
瀛
に
向
か
わ
ん

―
―
君
、
自
ら
語
る
に
は
天
台
山
に
登
り
、
絶
壁
に
よ
じ
登
り
緑
の
繁
茂
す
る
所

を
踏
み
、
恐
れ
お
の
の
き
な
が
ら
か
の
石
橋
を
そ
ろ
そ
ろ
渡
り
、
そ
の
ま
ま
恍
惚
と

し
て
青
空
に
入
っ
て
し
ま
う
心
地
だ
っ
た
と
。
ま
た
以
前
旅
に
出
て
、
今
帰
っ
て
き

た
が
、
こ
ん
な
絶
景
見
た
こ
と
な
い
と
。
い
つ
の
日
に
か
貴
方
と
手
を
携
え
、
盃
を

浮
か
べ
て
東
海
の
蓬
莱
・
瀛
州
に
向
か
い
た
し
。
―
―

天
宝
十
三
載（
七
五
四
）の
作
。
こ
こ
で
も
李
白
は
僧
崖
公
の
経
験
に
即
し
て
語
る

だ
け
で
、
自
身
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
察
す
る
に
、
自
己
の
精
神
的
経
歴
に

つ
い
て
は
多
弁
を
望
ま
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
贈
王
判
官
時
余
帰
隠
居
廬
山
屏
風
畳
」「
王
判
官
に
贈
る

時
に
余
帰
隠
し
廬

び
ょ
う
ぶ
じ
ょ
う

山
屏
風
畳
に
居
る
」

…

…

中
年
不
相
見

中
年

相
見
ず

そ
う
と
う

�
�
遊
呉
越

�
�
と
し
て

呉
越
に
遊
ぶ

何
処
我
思
君

何
れ
の
処
か

我

君
を
思
わ
ん

天
台
緑
蘿
月

天
台

緑
蘿
の
月

会
稽
風
月
好

会
稽

風
月
好
し

め
ぐ

せ
ん
け
い

ほ
と
り

却
遶
�
渓
迴

却
っ
て
遶
る

�
渓
の
迴

う
ん
ざ
ん

雲
山
海
上
出

雲
山

海
上
に
出
で

人
物
鏡
中
来

人
物

鏡
中
に
来
た
る

…

…
さ
い
だ
い

吾
非
済
代
人

吾

済
代
の
人
に
非
ず

び
ょ
う
ぶ
じ
ょ
う

且
隠
屏
風
畳

且
く
隠
る

屏
風
畳

中
夜
天
中
望

中
夜

天
中
望
む

憶
君
思
見
君

君
を
憶
い

君
を
見
ん
こ
と
を
思
う

明
朝
払
衣
去

明
朝

衣
を
払
い
て
去
り

永
与
海
鴎
群

永
く
海
鴎
と
群
せ
ん

至
徳
元（
七
五
六
）年
、
廬
山
の
屏
風
畳
に
い
た
頃
の
作
。
王
判
官
は
委
細
は
不
明

だ
が
、
別
離
後
、
久
し
く
会
っ
て
い
な
い
彼
に
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
足
跡
を
語
り

今
の
心
境
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
。

―
―
中
年
に
な
っ
て
た
が
い
に
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
、
な
く
な
っ
た
ね
。
自
分
は

道
に
行
き
悩
み
、
呉
越
方
面
に
遊
ん
で
い
た
。
そ
の
と
き
も
君
を
思
っ
て
い
た
よ
。

た
と
え
ば
、
緑
の
つ
た
の
お
い
茂
る
天
台
山
の
月
影
を
あ
お
ぎ
な
が
ら
だ
っ
た
り

ね
。

せ
ん
け
い

会
稽
地
方
は
さ
わ
や
か
な
風
、
す
ば
ら
し
い
月
が
印
象
的
。
ま
た
�
渓
の
あ
た
り

も
め
ぐ
っ
た
よ
。
海
上
に
は
山
の
よ
う
な
雲
が
わ
き
、
鏡
の
中
に
は
よ
く
人
の
顔
が

現
れ
た
。

け
い
せ
い

び
ょ
う
ぶ
じ
ょ
う

自
分
っ
て
や
つ
は
、
と
う
て
い
経
済
の
徒
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
屏
風
畳
に

隠
れ
住
ん
で
る
っ
て
わ
け
さ
。
夜
中
、
天
を
あ
お
ぎ
君
の
こ
と
思
っ
て
る
。
君
の
こ

加

藤

国

安
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と
を
思
っ
て
君
に
会
い
た
い
と
願
っ
て
る
。
明
朝
は
こ
こ
を
去
り
、
と
こ
し
え
に
海

の
鴎
と
遊
ぼ
う
か
。

―
―こ

の
よ
う
に
李
白
は
、
天
台
山
で
の
こ
と
を
と
て
も
懐
か
し
む
の
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
天
台
山
を
詠
ん
だ
例
と
し
て
、「
送
友
人
尋
越
中
山
水
聞
道
稽
山
去
」

「
求
崔
山
人
百
丈
崖
瀑
布
図
」
な
ど
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
李

白
の
天
台
山
へ
の
印
象
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

七

山
の
パ
ン
セ
の
詩
の
深
化

李
白
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
山
と
は
邪
気
の
な
い
明
朗
な
精
神
で
も
っ
て
神
仙
世

界
に
入
る
た
め
の
門
口
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
朝
廷
追
放
後
、「
夢
に
天
姥
に
游
ぶ
」

詩
を
境
目
と
し
て
、
山
で
の
こ
の
楽
し
い
遊
仙
は
、
醜
悪
な
政
治
社
会
と
対
比
さ
れ

て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
他
の
例
と
し
て
は
、
次
の
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
古
風
」
其
十
九

れ
ん
か
さ
ん

西
上
蓮
花
山

西
の
か
た

蓮
花
山
に
上
れ
ば

ち
ょ
う
ち
ょ
う

迢
迢
見
明
星

迢
迢
と
し
て

明
星
を
見
る

そ
し
ゅ

と

素
手
把
芙
蓉

素
手

芙
蓉
を
把
り

き
ょ
ほ

た
い
せ
い

ふ

虚
歩
躡
太
清

虚
歩
し
て

太
清
を
躡
む

げ
い
し
ょ
う

こ
う
た
い

ひ

霓
裳
曳
広
帯

霓
裳

広
帯
を
曳
き

ひ
ょ
う
ふ
つ

飄
払
昇
天
行

飄
払

天
に
昇
り
て
行
く

む
か

う
ん
だ
い

邀
我
登
雲
台

我
を
邀
え
て

雲
台
に
登
り

ゆ
う

え
い
し
ゅ
く
け
い

高
揖
衛
叔
卿

高
く
揖
す

衛
叔
卿

こ
れ

恍
惚
与
之
去

恍
惚
と
し
て

之
と
と
も
に
去
り

お
お
と
り

が

し
め
い

し
の

駕
鴻
凌
紫
冥

鴻
に
駕
し
て

紫
冥
を
凌
ぐ

ふ

俯
視
洛
陽
川

俯
し
て
視
る

洛
陽
の
川

こ
へ
い

茫
茫
走
胡
兵

茫
茫
と
し
て

胡
兵
を
走
ら
す

ま
み

流
血
塗
野
草

流
血

野
草
に
塗
れ

さ
い
ろ
う

こ
と
ご
と

か
ん
え
い

豺
狼
尽
冠
纓

豺
狼

尽
く
冠
纓

れ
ん
か
さ
ん

―
―
西
嶽
の
最
高
峰
、
蓮
花
山
に
登
れ
ば
、
は
る
か
か
な
た
に
見
え
る
「
明
星
」

と
い
う
名
の
玉
女
の
星
が
。
彼
女
は
白
い
手
で
蓮
の
花
を
も
ち
、
空
中
を
歩
き
大
空

を
踏
ん
で
い
く
。

ま
た
虹
の
裳
裾
、
広
い
帯
を
翻
し
な
が
ら
天
に
昇
り
い
く
。
そ
し
て
余
を
招
き
、

え
い
し
ゅ
く
け
い

雲
台
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。
余
は
高
く
手
を
挙
げ
て
仙
人
の
衛
叔
卿
に
礼
を

し
た
。

も
う
恍
惚
の
境
で
彼
と
と
も
に
、
鴻
に
乗
っ
て
大
空
を
越
え
て
い
く
。
と
こ
ろ
が

地
上
を
見
下
ろ
せ
ば
、
な
ん
と
い
う
こ
と
か
、
洛
陽
の
あ
た
り
は
見
渡
す
か
ぎ
り
胡

兵
が
走
り
回
り
、
野
の
草
は
流
血
に
ま
み
れ
お
る
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
山
犬
や
狼

が
人
間
の
冠
を
か
ぶ
り
お
る
。
―
―

こ
の
詩
は
、
天
宝
十
四
載
、
安
史
の
乱
の
頃
の
作
と
さ
れ
る
。
詩
の
大
半
は
、
心

躍
る
よ
う
な
遊
仙
の
表
現
だ
が
、
末
尾
は
一
転
し
て
地
上
の
悲
劇
的
な
様
子
を
描
い

て
い
る
。
仙
界
の
楽
し
さ
と
地
上
の
暗
さ
と
の
対
照
的
な
構
成
は
、「
夢
に
天
姥
に

游
ぶ
」
詩
と
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
李
白
の
一
つ
の
理
想
だ
っ
た
政
治
に
対
す
る

失
望
の
念
が
、
も
う
一
つ
の
理
想
た
る
遊
仙
の
思
い
を
し
て
、
ま
す
ま
す
深
化
さ
せ

た
こ
と
を
物
語
る
一
首
で
あ
る
。

李
白
の
夢
想
し
た
理
想
世
界
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
―
―
そ
れ
は
、
天
災
や
疫

病
・
戦
争
な
ど
が
な
く
、
君
主
は
英
明
で
臣
下
も
賢
明
、
ま
た
物
資
が
豊
か
で
経
済

が
安
定
し
、
家
族
が
円
満
で
、
人
々
が
健
康
で
長
生
き
し
、
徳
義
が
そ
な
わ
り
等
と

い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
夢
は
か
な
わ
ず
、
政
治
の
世
界
で
の

挫
折
感
は
、
李
白
を
深
く
苦
悩
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
天
姥
山
に
遊
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ぶ
夢
を
通
し
て
、
李
白
は
神
仙
世
界
と
深
く
融
合
す
る
経
験
を
経
、
さ
ら
に
そ
の
幻

を
深
く
実
感
す
る
や
、
自
ら
の
新
た
な
道
を
再
発
見
す
る
。
そ
の
後
の
李
白
は
、

し
ば
ら

は
く
ろ
く

せ
い
が
い

す
べ
か
ら

の

「
且
く
白
鹿
を
放
つ

青
崖
の
間
／
須
く
行
く
べ
く
ん
ば

即
ち
騎
り
て
名
山
を

訪
ぬ
べ
し
」（
前
掲
「
夢
に
天
姥
に
游
ぶ
」
詩
）と
、
道
教
の
聖
山
め
ぐ
り
を
も
っ
ぱ
ら

に
せ
ん
と
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
李
白
は
天
姥
山
の
詩
を
契
機
に
、
過
去
の
苦
悩
か
ら
の
脱
却
を
果

た
し
、
新
し
い
歩
み
に
向
か
っ
て
踏
み
出
す
。
こ
の
道
を
教
え
て
く
れ
た
の
が
、
天

台
山
・
天
姥
山
と
い
う
道
教
の
神
聖
な
霊
山
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
転
機
を

も
生
み
出
す
静
か
な
信
仰
的
可
能
性
を
秘
め
る
も
の
、
―
―
そ
れ
が
中
国
の
道
教
の

山
々
な
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
李
白
は
名
山
に
遊
ぶ
こ
と
を
夢
に
見
た
り
、
ま
た
名
山
で
う
つ
つ
に
夢

想
し
た
り
と
い
う
レ
ベ
ル
に
、
い
つ
ま
で
も
止
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

以
後
の
李
白
は
、
山
を
夢
想
境
の
ま
ま
に
現
実
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
く
。

そ
う
し
た
山
の
パ
ン
セ
の
境
地
を
詠
ん
だ
の
が
、
か
の
「
独
り
敬
亭
山
に
登
る
」

ぼ
っ
か

「
天
門
山
を
望
む
」「
木
瓜
山
を
望
む
」（
以
上
、
天
宝
十
三
載

七
五
四

五
四
歳
）、

「
夏
日
山
中
」「
山
中
に
て
俗
人
に
答
う
」「
山
中
に
て
幽
人
と
対
酌
す
」「
友
人
と

会
宿
す
」（
以
上
、
至
徳
元
載

七
五
六
）な
ど
の
名
山
の
詩
群
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

も
は
や
夢
想
に
よ
り
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
わ
が
身
は
な
い
。
わ
が
身
が
す
な

わ
ち
山
と
な
っ
て
、
夢
想
の
ま
ま
現
前
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ふ
た

相
看
両
不
厭

相
看
て

両
つ
な
が
ら
厭
か
ざ
る
は

只
有
敬
亭
山

只
だ
有
り

敬
亭
山

（「
独
り
敬
亭
山
に
登
る
」）

よ
う
ぜ
ん

桃
花
流
水
�
然
去

桃
花
流
水

�
然
と
し
て
去
る

別
有
天
地
非
人
間

別
に
天
地
の
人
間
に
非
る
有
り

（「
山
中
に
て
俗
人
に
答
う
」）

酔
来
臥
空
山

酔
い
来
っ
て

空
山
に
臥
す
れ
ば

き
ん
ち
ん

天
地
即
衾
枕

天
地

即
ち
衾
枕

（「
友
人
と
会
宿
す
」）

こ
れ
に
関
し
て
、
李
白
を
「
山
の
発
見
者
」
と
い
う
立
場
か
ら
解
釈
し
た
武
部
利

男
氏
は
、
こ
う
述
べ
て

（
８
）

い
る
。

（
李
白
は
）年
を
と
っ
て
き
て
、
山
に
た
い
す
る
見
方
が
少
し
か
わ
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
敬
亭
山
か
ら
あ
と
の
詩
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
自
然
を
し
み
じ
み

と
見
て
い
る
。
…
山
も
、
単
に
天
国
へ
の
階
段
で
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
単
に

逃
避
の
場
所
、
待
機
の
場
所
で
も
な
く
な
っ
た
。
…
山
は
自
然
を
見
つ
め
る
場

所
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
は
も

は
や
夢
の
世
界
で
は
な
く
、
人
里
は
な
れ
た
所
と
は
い
え
、
現
実
の
世
界
で
あ

っ
た
。
幻
想
に
よ
っ
て
え
が
き
出
さ
れ
た
仙
境
で
は
な
く
、
生
き
た
人
間
が
生

活
し
う
る
仙
境
で
あ
っ
た
。

き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
た
し
か
に
李
白
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
山
々

は
世
俗
か
ら
隔
絶
し
た
夢
想
の
仙
境
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
か
の
「
夢
に
天
姥

山
に
游
ぶ
」
詩
に
お
い
て
も
、
李
白
は
落
胆
の
反
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
そ
の
分
だ
け
浮

揚
さ
せ
る
夢
想
へ
と
転
化
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
ほ
ど
李
白
が
夢
の
フ
ォ
ル
ス（
力
）を

発
光
さ
せ
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
天
宝
末
年

頃
に
な
る
と
、
仙
山
は
も
は
や
夢
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
、「
清
閑
」
な
「
無
為
」

を
実
践
す
る
「
仙
道
」（
前
掲
、
呉
�
「
神
仙
可
学
論
」）の
場
と
し
て
実
態
の
あ
る
現

実
に
深
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
小
論
の
理
解
か
ら
す
る
と
、

加

藤

国
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政
治
的
な
挫
折
の
後
、「
夢
に
天
姥
山
に
游
ぶ
」
詩
の
三
重
の
洞
門
を
経
て
深
い
パ

ン
セ
的
境
地
に
至
る
と
い
う
、
一
つ
の
精
神
的
修
養
の
あ
り
方
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
意
味
で
、
本
詩
は
彼
の
道
教
思
想
を
、
も
っ
と
限
定
し
て
い
え
ば
仙
山

思
想
を
深
化
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

李
白
は
純
真
な
祈
り
と
夢
の
中
で
、
全
き
自
由
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次

の
詩
は
年
代
不
明
で
は
あ
る
が
、
古
の
仙
人
と
も
会
い
慕
わ
し
げ
に
こ
う
交
わ
っ
て

い
る
。「

感
遇
」

お
う
し
し
ん

吾
愛
王
子
晋

吾
は
愛
す

王
子
晋

い
ら
く

得
道
伊
洛
浜

道
を
得
た
り

伊
洛
の
浜

…

…

ふ
き
ゅ
う
こ
う

可
憐
浮
丘
公

憐
む
べ
し

浮
丘
公

い

び

と
も

じ
ょ
う
し
ん

猗
靡
与
情
親

猗
靡
し
て

与
に
情
親

…

…

す
で

二
仙
去
已
遠

二
仙

去
る
こ
と
已
に
遠
く

い
ん
ぎ
ん

夢
想
空
慇
懃

夢
想
し
て

空
し
く
慇
懃

王
子
晋
・
浮
丘
公
、
と
も
に
道
教
の
有
名
な
仙
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
の

い
ん
ぎ
ん

「
二
仙
」
で
も
、「
夢
想
」
す
れ
ば
李
白
は
た
ち
ま
ち
「
慇
懃
」
に
会
う
こ
と
が
で

き
る
。
李
白
は
ま
さ
に
自
由
奔
放
に
「
夢
想
」
す
る
詩
人
な
の
だ
。

李
白
の
道
教
詩
の
第
五
期
は
、
至
徳
二
載（
七
五
七

五
七
歳
）、
永
王
琳
事
件
以

後
の
江
南
流
浪
に
始
ま
り
、
死（
六
二
歳
）ま
で
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
李
白
は
謀
反

へ
の
加
担
者
と
し
て
流
罪
に
処
さ
れ
る
と
い
う
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ
の
結

果
、
李
白
は
自
ら
の
神
仙
へ
の
夢
を
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
最
後
の
時
期

の
李
白
の
生
き
方
も
、
こ
れ
自
体
大
き
な
問
題
を
は
ら
む
が
、
天
台
山
・
天
姥
山
は

李
白
詩
に
は
登
場
し
な
い
。
よ
っ
て
拙
論
も
こ
こ
に
筆
を
止
め
る
こ
と
と
す
る
。

お

わ

り

に

朝
廷
追
放
を
機
に
、
李
白
は
現
実
世
界
へ
の
強
い
不
満
と
同
時
に
、
理
想
の
世
へ

の
強
烈
な
あ
こ
が
れ
を
抱
く
に
い
た
っ
た
。
道
士
と
し
て
の
生
き
方
の
中
に
、
世
俗

的
な
政
治
の
世
界
で
の
栄
達
を
混
入
す
る
こ
と
の
誤
り
に
気
づ
い
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
自
己
の
内
な
る
世
界
に
深
く
向
き
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
彼
は
自
己
覚
醒
す

る
。
こ
れ
以
後
の
李
白
は
専
一
に
仙
界
の
日
々
を
願
う
よ
う
に
な
り
、
ま
た
深
み
の

あ
る
山
の
詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
転
機
と
覚
醒
に
関
わ
っ
た
と
い
う

意
味
で
、
こ
の
天
台
山
系
に
連
な
る
天
姥
山
は
、
李
白
に
と
っ
て
重
要
な
聖
山
体
験

を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
道
教
の
聖
地
は
、
小
洞
天
・
福
地
そ
れ
ぞ
れ
計
三
十
六
、
七
十
二
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
考
え
は
古
く
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
、『
本
朝
文
粋
』

み
や
こ
の
よ
し
か

「
対
冊
の
部
」
に
、
都
良
香
の
弁
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

（
９
）

い
る
。

四
九
三
十
六
天
、
丹
霞
の
洞
は
高
く
闢
け
、
八
九
七
十
二
室
、
青
巌
の
石
は

削
り
成
す
…
。

故
き
を
吐
き
て
新
し
き
を
納
る
る
は
、
著
る
る
こ
と
黄
老
の
術
よ
り
す
。

日
本
で
は
、
道
教
は
仏
教
ほ
ど
普
及
し
な
か
っ
た
が
、
遍
路
の
八
十
八
番
と
い
う

数
字
で
く
く
る
言
い
方
は
、
こ
の
道
教
の
考
え
方
を
学
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
詳
し
く
は
お
く
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
聖
地
は
、
す
べ
て
日
常
世
界
の
外
延
部
に

位
置
し
、
日
々
の
生
活
を
行
う
中
心
部
か
ら
一
定
程
度
隔
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
の
聖
地
に
赴
く
に
は
、
李
白
の
よ
う
に
夢
で
一
気
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
う

例
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
必
ず
空
間
移
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
移
動

１５

李
白
の
天
台
山
・
天
姥
山
の
詩

―
―
自
由
な
魂
の
あ
り
か
を
求
め
て
（
二
）



に
、
聖
な
る
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
特
別
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
山
に
登
る
の
は
、
身
体
的
に
は
と
て
も
つ
ら
い
。
こ
の
苦
し
さ
が

ま
た
聖
な
る
思
い
を
高
め
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
山
に
至
れ
ば
、
そ
こ
は
仙
界

に
通
ず
る
「
洞
天
福
地
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
何
が
し
か
の
斎
戒
沐
浴
の
施
設
が
あ

り
、
そ
こ
で
心
身
を
清
め
、
こ
れ
ま
で
の
不
浄
な
る
思
い
を
洗
い
去
り
、
自
己
覚
醒

を
経
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
心
境
に
な
る
と
、
仙
界
に

遊
ぶ
気
運
が
昂
揚
し
、
や
が
て
原
初
の
聖
な
る
存
在
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
も
で
き

せ
ん
だ
つ

る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
は
俗
か
ら
聖
へ
の
蝉
脱
を
遂
げ
る
。

李
白
の
道
教
詩
を
振
り
返
っ
て
み
る
に
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
は
天
国
と

現
実
の
世
界
と
を
対
立
し
て
は
捉
え
な
い
。
道
教
の
徒
は
肉
体
を
罪
悪
と
せ
ず
、
ま

た
現
世
を
苦
海
と
も
み
な
い
。
む
し
ろ
現
実
世
界
を
あ
る
部
分
に
お
い
て
肯
定
的
に

見
、
人
々
を
安
楽
な
生
き
方
に
導
く
も
の
と
し
て
見
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
上
の
世

界
は
、
人
間
世
界
の
延
長
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
李
白
の
訪
れ
た
洞
天
福
地
の

山
々
は
、
こ
の
地
で
修
行
す
れ
ば
福
を
得
て
成
仙
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
地
は
物
静
か
に
時
空
を
超
越
し
、
肉
体
的
限
界
を
超
え
て
悠
々
と
自

由
に
生
き
る
仙
界
の
入
り
口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
楚
の
狂
人
」
李
白
の
人
生
は
、
そ
れ
で
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
心
身

の
傷
痕
が
癒
え
る
と
、
再
び
彼
は
政
治
の
世
界
に
逆
戻
り
す
る
。
い
わ
ゆ
る
永
王
�

の
乱
へ
の
荷
担
で
あ
る
が
、
そ
の
折
の
李
白
の
心
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
考
え
た
い
。（
終
）

注

（
１
）
全
日
制
普
通
高
級
中
学
教
科
書
『
語
文
』
第
三
冊
（
中
学
語
文
室
編

人
民
教
育
出

版
社

二
〇
〇
〇
）
に
掲
載
さ
れ
る
。
日
本
で
い
う
と
、
高
校
二
年
の
教
科
書
に
あ
た

る
。
学
習
上
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、

一
、
李
白
の
感
情
や
思
想
の
変
化
に
注
意
す
る
。

二
、
韻
に
つ
い
て
比
較
的
自
由
な
用
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
、
古
体
詩
と
い
う
形
式
で

五
言
・
七
言
を
ま
ぜ
た
長
短
句
で
あ
り
、
ま
た
平
仄
も
厳
格
な
規
定
が
な
い
こ
と
な

ど
を
理
解
す
る
。

三
、
天
姥
山
に
登
る
前
の
描
写
の
特
色
、
登
っ
た
あ
と
見
た
不
思
議
な
神
仙
世
界
、
お

よ
び
そ
の
虚
構
の
意
味
や
豊
か
な
想
像
力
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

四
、
最
後
に
権
勢
へ
の
不
満
を
述
べ
た
部
分
が
、
詩
全
体
の
「
詩
眼
」
で
あ
る
こ
と
に

留
意
し
て
、
全
編
の
内
容
と
結
合
し
て
李
白
の
理
想
追
求
の
姿
勢
を
理
解
す
る
。

な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
郁
賢
皓
「
呉
�
薦
李
白
説
弁
疑
」（
同
氏
著
『
李
白
叢
考
』
陜
西
人
民
出
版
社

一
九

八
二
）

（
３
）
竺
岳
兵
「〈
夢
游
天
姥
吟
留
別
〉
詩
旨
新
解
」（『
唐
代
文
学
研
究
』
第
六
輯

広
西
師

範
大
学
出
版
社

一
九
九
六
）

（
４
）
葛
景
春
「
李
白
与
謝
霊
運
的
山
水
詩
―
兼
論
〈
夢
游
天
姥
吟
留
別
〉
詩
旨
」（
同
氏
著

『
李
白
研
究
管
窺
』
河
北
大
学
出
版
社

二
〇
〇
二
）

（
５
）
同
右
。

（
６
）
嘯
流
「〈
夢
游
天
姥
吟
留
別
〉
詩
題
詩
旨
弁
」（『
中
国
李
白
研
究
』
一
九
九
一
年
集
）

（
７
）『
全
唐
文
新
編
』
巻
九
二
六
（
吉
林
文
史
出
版
社

二
〇
〇
〇
）

（
８
）
武
部
利
男
『
李
白
』（
中
国
詩
文
選

筑
摩
書
房

一
九
七
三
）

（
９
）
福
永
光
司
「
平
安
時
代
の
道
教
学
」（『
道
教
と
日
本
文
化
』
人
文
書
院

一
九
八
二
）

付

記小
論
は
平
成
十
五
年
度
科
研
費
「
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
」（
代
表
、
愛
媛
大
学
教
授

内
田
九
州
男
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
三
年
十
月
二
十
三
日
受
理
）
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