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実
事
と
虚
構

川

合

康

三

中
国
の
詩
は
基
本
的
に
実
際
の
生
活
、
現
実
を
も
と
に
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
基
本
的
」
と
い
う
よ
り
「
相
対
的
」
と
い
う
べ

き
か
も
知
れ
な
い
。
空
想
の
世
界
を
う
た
っ
た
詩
も
少
な
く
な
い
の
だ

が
、
西
欧
の
詩
が
「
基
本
的
に
」
想
像
、
想
念
の
世
界
を
描
く
の
と
比

べ
れ
ば
、
中
国
の
詩
は
一
般
に
現
実
に
即
し
た
詩
が
多
い
よ
う
に
見
え

る
。た

だ
実
際
の
生
活
を
書
く
と
い
っ
て
も
何
で
も
詩
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
詩
の
因
襲
、
伝
統
の
な
か
で
い
わ
ば
暗
黙
の
目
録
が
あ
る
。
目

録
は
時
代
と
と
も
に
広
が
る
。
個
人
の
日
常
生
活
は
陶
淵
明
、
杜
甫
を

契
機
と
し
て
一
気
に
詩
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
唐
で
は
そ

れ
を
受
け
て
さ
ら
に
拡
が
り
、
宋
代
は
さ
ら
に
定
着
す
る
。
す
る
と
詩

の
散
文
化
が
生
じ
る
。
抒
情
性
が
遠
ざ
か
る
。
詞
は
そ
れ
を
受
け
て
活

発
に
な
る
。

な
ぜ
西
洋
と
中
国
の
詩
の
間
に
こ
の
よ
う
な
対
比
的
な
性
格
が
み
ら

れ
る
の
か
。
そ
れ
は
中
国
で
は
早
い
時
期
か
ら
詩
が
社
会
や
文
化
の
な

か
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
う
。
中
国
古
典
詩
の
担
い
手
は

士
大
夫
階
層
で
あ
っ
た
。
士
大
夫
は
政
治
に
参
与
す
る
義
務
と
権
利
を

も
つ
階
層
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
士
大
夫
の
詩
は
、
儒
家
の
理
念
の

も
と
で
世
の
中
に
有
用
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ

た
。
「
詩
は
志
を
言
う
」
、
こ
れ
は
『
尚
書
』
舜
典
の
文
脈
を
離
れ
て
、

経
世
済
民
の
抱
負
や
意
思
を
表
明
す
る
の
が
詩
で
あ
る
と
さ
れ
、
あ
る

い
は
ま
た
「
経
国
の
大
業
」
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
の
ち
に
は｢

文
は
道

を
載
す
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
政
治
・
倫
理
に
お
け
る
有
用
性
が
優

先
さ
れ
た
。



- 34 -

た
だ
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
文
学
と
は
何
か
と
正
面
か
ら
論
ず
る

場
合
に
は
掲
げ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
今
日
ま
で
の
こ
っ
て
い
る
作
品
を

見
れ
ば
、
文
学
が
本
質
的
に
も
つ
性
格
、
社
会
の
規
範
と
は
別
の
位
相

に
立
つ
詩
は
い
く
ら
で
も
あ
る
し
、
す
ぐ
れ
た
詩
ほ
ど
そ
う
で
あ
る
と

い
え
る
。

文
学
の
力
、
た
く
ま
し
さ
、
し
た
た
か
さ
は
、
社
会
の
規
定
を
逸
脱

す
る
に
し
て
も
、
文
学
論
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
の
は
社
会
の
規
範
に
従

順
な
、
そ
れ
を
補
填
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て

き
た
。

そ
の
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
誤
解
、
陥
り
や
す
い
陥
穽
が

生
じ
て
い
る
。
一
つ
は
作
品
と
作
者
の
一
体
化
で
あ
る
。
作
品
が
倫
理

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
直
結
し
た
作
者
も
ま
た

倫
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
中
国
の
観
念
で
い
え
ば
、
有
徳
の
人

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
有
徳
の
人
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
李
杜
優
劣
論
は
李
杜
が
評
価
を
得
た
時
か
ら
始
ま
る
が
、
杜

甫
を
上
位
に
置
く
の
は
、
李
白
と
杜
甫
の
人
と
な
り
の
差
異
が
作
用
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
杜
甫
が
詩
聖
と
い
わ
れ
、
李
白
が
詩
仙
と
言

わ
れ
る
の
は
そ
の
見
方
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
詩
聖
と
は
詩
が

至
上
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
作
者
の
人
格
へ
の
評
価
を
伴
っ
て
い
る
。

詩
仙
と
は
現
実
の
世
界
を
越
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
許
容
し
て
い

る
。
作
者
の
人
格
へ
の
評
価
か
ら
杜
甫
を
上
と
す
る
の
だ
が
、
そ
う
で

あ
り
つ
つ
一
方
で
李
白
も
認
め
る
寛
容
さ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
、
中

国
の
伝
統
文
化
の
な
か
に
異
質
な
も
の
、
な
い
し
対
立
す
る
も
の
も
許

容
す
る
性
格
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
儒
家
と
と
も
に
老
荘
も
存
在
し

つ
づ
け
た
よ
う
に
。
文
学
者
で
す
ら
有
徳
で
あ
る
べ
し
と
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
不
品
行
な
文
人
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
曹
丕

を
は
じ
め
、
『
文
心
雕
龍
』
、
『
顔
氏
家
訓
』
な
ど
あ
ち
こ
ち
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
誤
解
は
、
詩
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
実
際
の

で
き
ご
と
と
受
け
止
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

現
実
と
詩
歌
と
は
位
相
を
異
に
す
る
、
詩
歌
に
は
現
実
と
は
違
う
原

理
が
働
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

な
か
な
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
両
者
の
差
異
に
鈍
感
、
な
い
し
混
同

し
た
例
を
あ
げ
よ
う
。

『
唐
語
林
』
巻
二
、
文
学
に
は
次
の
よ
う
な
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

…
…
令
狐
綯
進
李
遠
為
杭
州
。
上
（
宣
宗
）
曰
、
「
我
聞
李
遠
詩

云
、
『
長
日
惟
消
一
局
棊
』
、
何
以
臨
郡
」
。
對
曰
、
「
詩
人
言
、
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不
足
有
實
也
」
。
仍
薦
廉
察
可
任
、
乃
許
之
。

令
狐
綯
が
李
遠
を
杭
州
刺
史
に
推
薦
し
た
際
、
宣
宗
は
李
遠
の
詩
に

「
長
日
惟
消
一
局
茶
」
の
句
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刺
史
に
は
不
適
で

あ
る
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
令
狐
綯
は
「
詩
人
言
、
不
足
有
実
也
」
、

廉
察
（
節
度
使
な
ど
を
い
う
が
こ
こ
で
は
杭
州
刺
史
）
は
任
ず
べ
し
と

推
薦
し
て
、
結
局
李
遠
は
任
命
さ
れ
た
。
あ
ち
こ
ち
に
記
載
さ
れ
る
有

名
な
逸
話
で
あ
る
。

こ
の
逸
話
は
、
二
つ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宣
宗
は
詩
句
か
ら
そ

の
人
と
な
り
を
判
断
す
る
、
つ
ま
り
詩
は
事
実
を
そ
の
ま
ま
述
べ
て
い

る
と
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
令
狐
綯
は
そ
れ
は
詩
の
表
現
で
あ
っ
て
、

事
実
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
の
な
か
の
言
述

を
そ
の
ま
ま
事
実
と
受
け
止
め
る
立
場
と
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
立
場

が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
上
の
逸
話
に
関
し
て
は
、
宣
宗
の
反
応
は
詩
の
コ
ー
ド
を
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
。
自
分
は
官
僚
と
し
て
、
あ
る
い
は

官
僚
と
な
る
た
め
に
、
い
か
に
有
能
で
あ
る
か
優
れ
た
人
材
で
あ
る
か
、

そ
れ
を
自
ら
語
る
こ
と
は
官
人
世
界
で
は
必
要
で
あ
っ
て
も
、
詩
の
な

か
で
は
怠
惰
で
無
能
な
人
間
と
し
て
自
分
を
規
定
す
る
の
が
ふ
つ
う
の

自
己
表
現
の
あ
り
か
た
な
の
だ
。
そ
れ
を
早
い
時
期
に
明
晰
に
ふ
ん
だ

ん
に
語
る
の
が
嵆
康
の
「
與
山
巨
源
絶
交
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自

分
が
官
と
し
て
い
か
に
不
適
格
な
性
格
で
あ
る
か
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ

で
も
か
と
書
き
連
ね
ら
れ
る
。
嵆
康
の
筆
は
自
己
戯
画
化
、
自
虐
の
色

彩
を
強
く
帯
び
る
。
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
世
間
の
営
み
に

お
い
て
は
拙
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
態
度
は
懶
惰
で
あ
る
と
い
う
の

が
詩
の
表
現
の
コ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。

先
日
、
或
る
場
所
で
話
を
し
た
際
、
そ
の
場
に
お
ら
れ
た
石
川
忠
久

先
生
か
ら
杜
甫
が
子
を
亡
く
し
た
の
は
虚
構
で
は
な
い
か
と
い
う
大
胆

な
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
私
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
い
発
想
を
さ
れ
る

石
川
先
生
の
若
々
し
さ
に
驚
嘆
し
た
の
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら

杜
甫
は
生
活
の
困
窮
、
そ
こ
に
生
じ
る
悲
痛
の
あ
り
さ
ま
を
、
十
分
に

扶
養
で
き
な
い
自
分
が
子
供
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
象
徴
的
な

一
事
で
端
的
に
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
実
際
に
起

こ
り
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
表
現
の
た
め
に
作
り
出
し
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
詩
と
は
「
京
自
り
奉
先
県
に
赴
く
詠
懐
五
百
字
」
で
、
杜
甫

の
転
機
と
も
な
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
苦
心
を
重
ね
て
や
っ
と
家
族

を
預
け
て
お
い
た
奉
先
県
に
た
ど
り
つ
い
た
杜
甫
は
、
家
の
前
で
す
で

に
す
す
り
泣
く
声
を
聞
く
。
そ
れ
は
留
守
中
に
子
供
が
死
ん
で
い
た
の
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だ
っ
た
。
近
所
の
人
た
ち
ま
で
も
ら
い
泣
き
を
し
て
い
る
、
と
い
う
長

篇
の
詩
で
も
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。

私
自
身
は
や
は
り
こ
れ
は
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
と
思

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
虚
構
に
も
限
度
が
あ
っ
て
、
自
分
の
子
供
が
死
ん

だ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
限
度
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か

ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
死
ん
で
い
な
い
子
供
を
死
ん
だ
と

書
く
こ
と
は
縁
起
が
悪
い
、
忌
む
べ
き
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
の
ち
の

時
代
に
言
わ
れ
る
詩
讖
は
唐
代
で
は
ま
だ
さ
ほ
ど
神
経
質
で
は
な
い
と

は
い
え
、
や
は
り
避
け
ら
れ
て
だ
ろ
う
。

子
供
が
幼
少
の
う
ち
に
亡
く
な
る
こ
と
は
、
今
よ
り
ず
っ
と
多
か
っ

た
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
の
詩
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
の
時
の

講
演
の
な
か
で
も
話
し
た
が
、
中
国
に
お
い
て
も
子
供
が
文
学
に
あ
ら

わ
れ
る
の
は
遅
く
、
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
陶
淵
明
に
始
ま
る
。
そ

の
後
も
空
白
が
続
き
、
杜
甫
に
至
っ
て
再
び
子
供
が
登
場
す
る
。
杜
甫

以
後
、
中
唐
か
ら
は
子
供
は
も
は
や
珍
し
い
題
材
で
は
な
く
な
る
。「
失

子
」
の
詩
も
孟
郊
を
は
じ
め
、
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
杜
甫
は

子
供
の
死
を
う
た
っ
た
嚆
矢
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

杜
甫
の
「
失
子
」
は
実
事
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
が
、
し
か
し
石
川

先
生
の
意
見
の
よ
う
に
、
そ
れ
す
ら
も
疑
っ
て
み
る
こ
と
、
詩
に
書
い

て
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
事
実
と
思
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
な
ど
、
詩
を

読
む
う
え
で
の
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
子
供
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
重
い
出

来
事
を
知
る
と
、
我
々
は
そ
の
事
柄
の
方
へ
関
心
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う

こ
と
だ
。
そ
こ
に
生
じ
る
感
情
は
日
常
生
活
に
お
け
る
体
験
に
属
す
る

も
の
に
過
ぎ
な
い
。

わ
た
し
た
ち
は
日
常
生
活
の
な
か
で
、
日
常
生
活
の
な
か
の
物
の
見

方
に
よ
っ
て
周
り
の
事
態
を
見
て
、
把
握
し
、
行
動
が
必
要
な
ら
ば
行

動
す
る
。
そ
れ
は
実
際
に
生
き
て
い
く
う
え
で
必
要
な
判
断
と
行
動
の

原
理
で
あ
る
。

文
学
と
い
う
の
は
、
そ
れ
と
は
違
う
原
理
に
よ
っ
て
世
界
を
見
る
も

の
だ
と
思
う
。
現
実
の
な
か
で
囚
わ
れ
て
い
る
物
の
見
方
と
か
行
動
と

か
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
経
験
を
す
る
の
が
文
学
で
あ

る
と
考
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
現
実
の
出
来
事
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
っ
て
も
、

現
実
に
収
束
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
文
学
の
存
在
す
る
意
味
が
な
い
。
経

験
を
文
学
化
す
る
と
こ
ろ
に
文
学
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り

子
供
を
失
っ
た
と
い
う
事
実
が
ど
の
よ
う
に
言
葉
に
よ
っ
て
書
き
表
さ

れ
て
い
る
か
、
作
品
の
な
か
で
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
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か
、
生
活
の
な
か
の
経
験
と
作
品
世
界
で
の
表
現
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
か
―
―
そ
れ
を
作
品
と
い
う
場
で
感
じ
、
考
え
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
現
実
の
重
み
に
委
ね
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。

作
品
こ
そ
が
我
々
の
対
象
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
ど
の
よ

う
な
実
際
の
出
来
事
が
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
作
品
の
生
成
を
知

る
う
え
で
、
ま
た
生
成
を
通
し
て
作
品
を
分
析
す
る
う
え
で
有
益
な
も

の
で
は
あ
る
。

次
に
掲
げ
る
白
居
易
の
二
つ
の
詩
は
、
事
実
と
作
品
の
関
係
を
探
る

一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

夜
泊
鸚
鵡
洲

夜
に
泊
す

鸚
鵡
洲

秋
江
月
澄
澈

秋
江

月
澄
澈
た
り

鄰
船
有
歌
者

隣
船
に
歌
う
者
有
り

發
調
堪
愁
絕

調
べ
を
発
し
て
愁
絶
に
堪
え
ん

歌
罷
繼
以
泣

歌
罷
み
て
継
ぐ
に
泣
く
を
以
て
す

泣
聲
通
復
咽

泣
く
声

通
じ
て
復
た
咽
ぶ

尋
聲
見
其
人

声
を
尋
ね
て
其
の
人
を
見
れ
ば

有
婦
顏
如
雪

婦
有
り
顔
は
雪
の
如
し

獨
倚
帆
檣
立

独
り
帆
檣
に
倚
り
て
立
つ

娉
婷
十
七
八

娉
婷
た
り

十
七
八

夜
淚
似
真
珠

夜
淚

真
珠
に
似
て

雙
雙
墮
明
月

双
双

明
月
に
堕
つ

借
問
誰
家
婦

借
問
す

誰
が
家
の
婦
な
る
か

歌
泣
何
淒
切

歌
泣

何
ぞ
淒
切
た
る

一
問
一
霑
襟

一
た
び
問
え
ば
一
た
び
襟
を
霑
ら
し

低
眉
終
不
說

眉
を
低
れ
て
終
に
説
か
ず

「
夜

歌
う
者
を
聞
く
」
と
い
う
詩
題
、
寝
て
い
る
べ
き
「
夜
」
の

時
間
、
あ
た
り
が
寝
静
ま
っ
た
夜
更
け
、
そ
こ
に
歌
声
が
聞
こ
え
て
き

た
。
当
然
、
夜
更
け
に
「
歌
う
者
」
は
い
る
は
ず
が
な
い
。
日
常
の
な

か
に
非
日
常
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
き
た
。
詩
題
は
そ
う
し
た
日
常
の
な
か

の
小
さ
な
非
日
常
、
い
わ
ば
一
つ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

た
と
え
ば
宴
席
で
歌
姫
の
歌
を
聴
く
、
或
い
は
名
演
奏
家
の
演
奏
を
聴

く
、
で
あ
れ
ば
詩
の
内
容
、
題
材
と
し
て
一
つ
の
類
型
と
な
っ
て
い
る
。

こ
と
に
後
者
は
こ
の
時
期
か
ら
詩
に
登
場
す
る
。
そ
う
い
う
シ
チ
ュ
エ

ー
シ
ョ
ン
な
ら
ば
い
わ
ば
お
き
ま
り
の
詩
題
で
あ
り
、
詩
の
内
容
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
そ
う
で
な
い
。
歌
と
の
思
い
が
け
な
い
出
会
い
を
い
う
。
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そ
し
て
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
こ
の
詩
題
に
は
、
型
に
は
ま
っ
た
と
こ
ろ

が
な
い
た
め
に
、
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
、
実
事
を
そ
の
ま
ま
記
し
た

か
の
よ
う
な
印
象
を
伴
う
。
詩
題
に
は
「
鄂
州
に
宿
る
」
と
い
う
自
注

が
あ
り
、
こ
れ
も
実
際
の
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
述
べ
る
か
に
見
え
る
。

「
自
注
」
は
元
白
か
ら
活
発
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
多

く
は
個
人
的
、
私
的
な
事
柄
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
詩
に

個
人
的
な
事
柄
、
文
学
の
類
型
に
な
い
事
柄
が
入
っ
て
来
た
た
め
に
、

自
注
が
必
要
に
な
っ
た
の
だ
。
鄂
州
は
湖
北
省
武
昌
県
。
元
和
十
年
（
八

一
五
）
八
月
初
め
に
長
安
を
出
て
襄
陽
ま
で
陸
路
、
そ
こ
か
ら
水
路
で

漢
水
を
降
っ
て
武
昌
を
経
て
、
長
江
を
下
り
、
十
月
初
め
に
江
州
に
至

る
左
遷
の
旅
の
途
次
で
あ
っ
た
。

そ
の
詩
を
読
ん
で
い
こ
う
。

「
夜
泊
鸚
鵡
洲
」
、
夜
に
鸚
鵡
洲
に
泊
ま
る
。
鸚
鵡
洲
は
鄂
州
江
夏

県
の
西
南
二
里
に
あ
る
中
洲
。
李
白
の
詩
に
よ
く
見
え
る
地
名
で
あ
る
。

の
ち
に
范
成
大
も
そ
こ
に
停
泊
し
て
い
る
（
『
呉
船
録
』
巻
下
）
。
こ
の

一
句
は
散
文
的
、
さ
ら
に
は
日
常
言
語
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
措

辞
。
こ
れ
も
事
実
を
そ
の
ま
ま
報
告
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
秋
江
月
澄
澈
」
秋
の
長
江
の
上
に
輝
く
月
を
う
た
う
こ
と
で
や
や

詩
的
に
な
る
。
普
通
の
詩
な
ら
こ
こ
か
ら
周
囲
の
景
物
の
描
写
が
続
き
、

そ
れ
に
伴
う
抒
情
―
―
旅
愁
と
か
ら
め
な
が
ら
風
景
の
美
し
さ
が
描
か

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
詩
は
別
の
展
開
を
す
る
。

「
鄰
船
有
歌
者
、
發
詞
堪
愁
絕
」
。
新
た
な
事
柄
が
起
こ
る
。
悲
愁

に
満
ち
た
歌
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
一
つ
の
状
況
、
こ
こ
で
は
夜
、
岸

辺
に
停
泊
し
て
月
を
眺
め
て
い
る
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
静
止
し
た
状
況

か
ら
新
た
な
動
き
、
予
想
で
き
な
い
事
態
が
起
こ
る
、
こ
う
し
た
展
開

は
物
語
の
結
構
、
構
成
に
似
る
。
プ
ロ
ッ
プ
の
『
民
話
の
形
態
学
』
に

は
物
語
の
基
本
的
な
構
造
と
し
て
、
一
つ
の
状
況
か
ら
新
た
な
事
態
が

突
然
生
じ
、
そ
れ
が
解
決
さ
れ
て
物
語
が
閉
じ
る
、
元
の
平
穏
に
戻
る

と
い
っ
た
構
成
が
物
語
を
作
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
な
か

に
も
こ
う
し
た
物
語
的
展
開
を
導
入
す
る
と
こ
ろ
に
、
白
居
易
の
ス
ト

ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の
資
質
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

「
歌
罷
繼
以
泣
、
泣
聲
通
復
咽
」
。
歌
が
終
わ
る
と
泣
き
声
が
続
く
。

泣
き
声
は
こ
こ
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
り
、
滞
っ
た
り
。

夜
、
あ
た
り
が
寝
静
ま
っ
た
時
に
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
も
異
常

で
あ
る
し
、
さ
ら
に
歌
の
あ
と
で
泣
き
声
が
続
く
と
い
う
の
は
何
事
か
。

歌
、
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
き
た
事
態
は
、
読
み
手
に
謎
を
提
示
す
る
。

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
に
展
開
し
て
い
く
。

「
尋
聲
見
其
人
、
有
婦
顏
如
雪
」
。
声
の
元
を
尋
ね
た
く
な
る
の
は
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読
者
も
同
じ
。
作
者
は
読
者
の
意
向
を
誘
導
す
る
。
白
居
易
ら
し
い
手

法
で
あ
る
。

「
獨
倚
帆
檣
立
、
娉
婷
十
七
八
。
夜
淚
似
真
珠
、
雙
雙
墮
明
月
」
。

美
女
と
あ
れ
ば
さ
ら
に
知
り
た
く
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
詩
的
造
型

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
借
問
誰
家
婦
、
歌
泣
何
淒
切
」
。
知
り
た
く
な
る
の
を
読
者
に
代

わ
っ
て
作
者
が
尋
ね
る
。

「
一
問
一
霑
襟
、
低
眉
終
不
說
」
。
聞
く
た
び
に
涙
。
何
も
言
わ
な

い
。ど

ん
な
事
情
か
知
り
た
く
な
っ
た
作
者
も
読
者
も
そ
こ
で
強
制
終
了

さ
せ
ら
れ
る
。
ミ
ス
テ
リ
ー
は
完
結
し
な
い
。
作
品
と
し
て
は
未
完
に

終
わ
る
。
余
韻
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
作
品
と
し
て
中
途
半
端
な
感
じ
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、

事
実
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
現
実
の
事
柄
は
必
ず
し

も
首
尾
一
貫
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
物
語
化
さ
れ
た
時
に
、
因
果

関
係
な
ど
、
連
続
性
と
簡
潔
性
が
生
ま
れ
る
。
興
味
を
誘
導
す
る
か
に

運
び
な
が
ら
、
話
が
未
完
の
ま
ま
突
如
終
結
し
て
し
ま
う
の
は
、
い
か

に
も
こ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

「
琵
琶
行
」
元
和
十
年
の
翌
年
の
秋
、
つ
ま
り
鄂
州
の
歌
声
か
ら
一

年
の
の
ち
の
作
で
あ
る
。
八
十
八
句
と
い
う
長
篇
の
梗
概
は
、
そ
の

「
序
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
友
人
を
見
送
り
に
船
着
き
場

に
来
た
時
、
都
で
聞
き
覚
え
の
あ
る
琵
琶
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
音

を
尋
ね
る
と
、
一
人
の
女
が
演
奏
し
て
い
る
。
呼
び
寄
せ
て
演
奏
し
て

も
ら
い
、
女
の
来
歴
を
尋
ね
る
。
か
つ
て
都
で
華
や
か
な
芸
人
で
あ
っ

た
の
が
、
落
魄
し
て
南
の
地
で
わ
び
し
く
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
が
同

じ
く
都
か
ら
流
さ
れ
て
き
た
作
者
と
重
ね
て
、
悲
哀
を
共
有
す
る
、
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

「
琵
琶
行
」
は
白
居
易
の
詩
の
な
か
で
も
傑
作
に
数
え
ら
れ
る
。
中

国
に
は
不
幸
な
女
性
の
一
生
を
語
る
長
篇
物
語
詩
の
伝
統
が
あ
る
が
、

「
琵
琶
行
」
は
白
居
易
の
代
表
的
な
、
あ
る
い
は
唐
代
の
代
表
的
な
、

不
幸
な
女
性
を
主
人
公
と
し
た
物
語
詩
で
あ
る
。

「
琵
琶
行
」
が
傑
作
た
る
ゆ
え
ん
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
琵
琶
の

演
奏
と
い
う
音
楽
を
こ
と
ば
に
移
し
替
え
る
表
現
力
、
そ
れ
に
よ
っ
て

い
る
。
音
楽
を
詩
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
白
居
易
の
意
図
的
な
試
み
は

十
分
に
感
取
さ
れ
る
。

こ
の
「
琵
琶
行
」
の
展
開
は
、
先
の
「
夜

歌
う
者
を
聞
く
」
の
展

開
と
は
な
は
だ
よ
く
似
て
い
る
。
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「
夜
聞
歌
者
」

十
六
句

「
琵
琶
行
」
序

八
十
八
句

鄂
州
・
鸚
鵡
洲
（
船
着
き
場
）

潯
陽
・
湓
浦
口
（
船
着
き
場
）

長
安
か
ら
江
州
へ
降
る
途
中

江
州

船
着
き
場
は
人
の
往
来
の
集
中
す
る
場
で
あ
り
、
他
の
地
の
人
と
接

す
る
機
会
が
多
い
。
一
種
の
境
界
で
あ
っ
て
、
異
人
と
も
出
会
う
所
で

あ
る
。
女
は
異
人
で
は
な
い
が
、
異
邦
人
、
旅
人
で
は
あ
る
。

夜

夜

夜
は
寝
て
い
る
べ
き
時
間
、
あ
た
り
が
静
ま
っ
て
港
の
騒
々
し
さ
が

消
え
た
時
間
で
あ
っ
て
、
静
寂
の
な
か
で
音
が
い
っ
そ
う
引
き
立
つ
。

そ
し
て
ま
た
、
夜
と
い
う
時
間
は
同
じ
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
昼
間
と

は
別
の
様
相
を
呈
す
る
。
非
日
常
性
が
入
り
込
む
可
能
性
の
あ
る
時
間

と
い
う
点
で
空
間
に
お
け
る
船
着
き
場
と
共
通
す
る
。

泊
（
停
泊
、
宿
泊
）

送
客
（
見
送
り
）

空
間
も
時
間
も
非
日
常
性
の
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
位
相
に
設
定

さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
そ
の
時
間
に
そ
の
場
所
に
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

極
め
て
日
常
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
何
ら
不
自
然
さ
は
な
い
。
つ
ま
り

作
者
は
日
常
的
行
為
と
し
て
無
作
為
に
こ
こ
に
来
た
、
そ
の
た
め
に
あ

と
に
生
じ
る
思
い
が
け
な
い
事
柄
と
の
間
に
落
差
が
生
ま
れ
、
驚
愕
が

増
幅
す
る
。

琵
琶
行
の
詩
本
文
は
さ
ら
に
詳
し
い
叙
述
が
入
る
。
馬
を
下
り
船
に

入
っ
て
杯
を
挙
げ
る
が
管
絃
が
な
い
。
酒
を
飲
ん
で
も
酔
え
な
い
、
そ

し
て
水
に
月
光
が
浸
す
景
色
の
な
か
で
暗
澹
と
し
て
別
れ
の
時
が
来

た
、
と
。
そ
の
あ
と
琵
琶
の
音
を
聞
い
て
自
分
は
帰
る
の
を
忘
れ
、
客

は
出
立
を
見
合
わ
せ
る
。

隣
船
有
歌
者
（
歌
声
）

忽
聞
水
上
琵
琶
声
（
琵
琶
の
演
奏
）

琵
琶
行
の
方
は
「
忽
」
と
い
う
事
態
の
転
換
を
示
す
語
が
入
る
。「
忽
」

は
日
常
か
ら
非
日
常
へ
跳
躍
す
る
指
標
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
。「
夜

聞
」
詩
に
そ
れ
は
な
い
が
、
こ
ち
ら
も
予
期
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
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だ
ろ
う
。

夜
、
周
囲
が
寝
静
ま
っ
た
時
に
ふ
い
に
聞
こ
え
て
く
る
歌
声
、
琵
琶

の
音
。
突
然
の
闖
入
に
よ
っ
て
「
物
語
」
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
「
琵
琶

行
」
に
は
ど
ん
な
演
奏
か
記
さ
れ
な
い
が
（
あ
と
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ

る
）
、
「
夜
聞
歌
者
」
詩
で
は
「
堪
愁
絶
」
と
そ
れ
が
悲
哀
に
満
ち
た
声

で
あ
る
の
を
記
す
。

尋
声
見
其
人

船
を
近
づ
け
、
こ
ち
ら
の
船
に
誘
う

容
姿
の
美
し
さ

容
姿
に
つ
い
て
描
写
が
な
い

「
琵
琶
行
」
に
女
性
の
容
姿
、
外
見
に
つ
い
て
描
写
が
な
い
の
は
特

記
す
べ
き
こ
と
。
な
ぜ
な
い
の
か
。

最
初
に
呼
び
出
し
た
時
に
躊
躇
し
て
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
と
い
っ

た
態
度
、
行
為
に
つ
い
て
の
叙
述
は
あ
る
。
ま
た
何
度
か
の
や
り
と
り
、

言
葉
は
詳
し
く
記
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
態
度
、
行
動
、
言
葉
な
ど
に
よ

っ
て
人
物
が
描
出
さ
れ
、
外
見
は
書
か
な
い
。
「
夜
聞
歌
者
」
の
方
は

歌
っ
て
泣
く
だ
け
で
何
も
し
な
い
、
何
も
語
ら
な
い
か
ら
、
容
貌
を
記

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
女
性
を
描
き
出
す
。
「
琵
琶
行
」
は
容
姿
以

外
の
要
素
が
十
分
に
人
物
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
、
型
ど
お
り

の
描
写
は
な
い
、
と
説
明
で
き
よ
う
か
。

借
問
二
句

問
い
か
け

宴
を
開
い
て
呼
ぶ
。
な
か
な
か
来
な
い
。

一
問
二
句

答
え
ず

や
っ
と
来
る
が
恥
ず
か
し
が
る

さ
て
、
「
夜
聞
歌
者
」
と
「
琵
琶
行
」
に
は
、
停
泊
し
て
い
る
船
か

ら
「
歌
」
「
琵
琶
」
が
聞
こ
え
て
く
る
。
音
源
を
尋
ね
る
と
不
幸
な
女

に
出
会
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
実
際
の
体

験
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
一
年
の
う
ち
に
二
回

も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
遭
遇
し
た
の
は
前
者
一
回
だ
け
で
あ
り
、

二
回
目
、
つ
ま
り
「
琵
琶
行
」
は
、
創
作
と
捉
え
た
方
が
自
然
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
夜
聞
歌
者
」
の
方
で
未
完
に
終
わ
っ
た
女
の
来
歴
が

「
琵
琶
行
」
で
は
き
れ
い
に
結
末
ま
で
語
ら
れ
る
。
逆
は
あ
り
え
な
い
。

つ
ま
り
琵
琶
行
の
女
と
の
接
触
が
事
実
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
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に
「
夜
聞
く
」
の
方
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。「
夜
聞
歌
者
」

が
中
断
さ
れ
た
の
を
補
充
し
完
結
さ
せ
た
の
が
「
琵
琶
行
」
と
考
え
る

方
が
自
然
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
解
が
当
を
得
て
い
れ
ば
、
一
つ
の
実
体
験
を
も
と
に

二
つ
の
性
格
の
違
う
作
品
を
も
の
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

思
い
が
け
ず
歌
を
聴
い
た
と
い
う
実
事
、
実
際
の
体
験
を
も
と
に
そ
れ

を
女
性
の
不
幸
な
一
生
、
音
楽
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
方
向
で
肉
付
け

し
た
の
が
「
琵
琶
行
」
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

白
居
易
の
「
夜

歌
う
者
を
聞
く
」
と
「
琵
琶
行
」
と
を
並
べ
て
論

じ
た
も
の
が
す
で
に
あ
る
。

洪
邁
『
容
斎
随
筆
』
三
筆
巻
六

白
公
夜
聞
歌
者

白
樂
天
「
琵
琶
行
」
、
蓋
在
潯
陽
江
上
爲
商
人
婦
所
作
。
而
商

乃
買
茶
於
浮
梁
、
婦
對
客
奏
曲
、
樂
天
移
船
、
夜
登
其
舟
與
飲
、

了
無
所
忌
、
豈
非
以
其
長
安
故
倡
女
不
以
爲
嫌
邪
。
集
中
又
有
一

篇
題
云
「
夜
聞
歌
者
」
、
時
自
京
城
謫
潯
陽
、
宿
於
鄂
州
、
又
在

「
琵
琶
」
之
前
。
其
詞
曰
、
「
夜
泊
鸚
鵡
洲
、
秋
江
月
澄
澈
。
鄰

船
有
歌
者
、
發
調
堪
愁
絶
。
歌
罷
繼
以
泣
、
泣
聲
通
復
咽
。
尋
聲

見
其
人
、
有
婦
顏
如
雪
。
獨
倚
帆
檣
立
、
娉
婷
十
七
八
。
夜
淚
似

眞
珠
、
雙
雙
墮
明
月
。
借
問
誰
家
婦
、
歌
泣
何
凄
切
。
一
問
一
霑

襟
、
低
眉
終
不
說
」
。
陳
鴻
「
長
恨
傳
序
」
云
、
「
樂
天
深
於
詩
、

多
於
情
者
也
。
故
所
遇
必
寄
之
吟
詠
、
非
有
意
於
漁
色
」
。
然
鄂

州
所
見
、
亦
一
女
子
獨
處
、
夫
不
在
焉
、
瓜
田
李
下
之
疑
、
唐
人

不
議
也
。
今
詩
人
罕
談
此
章
、
聊
復
表
出
。

こ
こ
で
は
「
琵
琶
行
」
と
「
夜
聞
歌
者
」
の
二
篇
を
並
べ
て
論
じ
て

は
い
る
が
、
論
点
は
両
者
の
関
係
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
女
が
一
人
で

い
る
も
と
へ
夜
、
白
居
易
が
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
道
徳
的
で
な
い
と

な
じ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

『
容
斎
随
筆
』
に
は
も
う
一
箇
所
、
「
琵
琶
行
」
を
取
り
上
げ
た
条

が
あ
る
。

五
筆
巻
七

琵
琶
行
海
棠
詩

白
樂
天
「
琵
琶
行
」
一
篇
、
讀
者
但
羨
其
風
致
、
敬
其
詞
章
、

至
形
於
樂
府
、
詠
歌
之
不
足
、
遂
以
謂
眞
爲
長
安
故
倡
所
作
。
予

竊
疑
之
。
唐
世
法
網
雖
於
此
爲
寛
、
然
樂
天
嘗
居
禁
密
、
且
謫
官

未
久
、
必
不
肯
乘
夜
入
獨
處
婦
人
船
中
、
相
從
飲
酒
、
至
於
極
彈
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絲
之
樂
、
中
夕
方
去
、
豈
不
虞
商
人
者
他
日
議
其
後
乎
。
樂
天
之

意
、
直
欲
攄
冩
天
涯
淪
落
之
恨
爾
。
東
坡
謫
黄
州
、
賦
定
惠
院
海

棠
詩
、
有
「
陋
邦
何
處
得
此
花
、
無
乃
好
事
移
西
蜀
」
、
「
天
涯
流

落
俱
可
念
、
爲
飲
一
尊
歌
此
曲
」
之
句
、
其
意
亦
爾
也
。
或
謂
殊

無
一
話
一
言
與
之
相
似
、
是
不
然
。
此
真
能
用
樂
天
之
意
者
、
何

必
効
常
人
章
摹
句
冩
而
後
已
哉
。

こ
の
条
で
は
「
夜
聞
歌
者
」
に
は
触
れ
ず
、
「
琵
琶
行
」
を
虚
構
で

は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
も
前
の
条
と
同
じ
く
、
夜
に
女

の
舟
に
入
る
と
い
う
破
廉
恥
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
天
涯

に
流
さ
れ
た
自
分
の
悲
哀
を
女
に
仮
託
し
て
う
た
っ
た
も
の
な
の
だ
と

み
な
す
。

入
谷
仙
介
氏
に
も
「
琵
琶
行
」
と
「
夜
聞
歌
者
」
を
並
べ
て
論
じ
た

論
文
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
南
方
に
冷
落
し
た
長
安
の
楽
人
に
出
会
う

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
杜
甫
の
「
觀
公
孫
大
娘
弟
子
舞
劍
器
行

并
序
」

と
の
類
似
を
説
い
て
い
る
。

洪
邁
と
入
谷
氏
は
い
ず
れ
も
「
夜
聞
く
歌
者
」
を
並
べ
て
論
じ
て
い

る
が
、
同
じ
作
品
か
ら
も
見
る
人
に
よ
っ
て
様
々
な
論
点
が
取
り
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
実
事
と
虚
構
と
い
う
点
か
ら
白
居
易
の
二

つ
の
作
品
を
比
べ
て
み
た
。

も
う
一
つ
、
李
商
隠
の
詩
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
こ
に
も
実
事
と
表

現
の
関
係
が
懐
抱
さ
れ
て
い
る
。
李
商
隠
の
「
柳
枝
五
首
幷
序
」
で
あ

る
。
そ
の
「
序
」
に
い
う
、

柳
枝
は
、
洛

中
の
里
の

娘

な
り
。
父
饒
か
に
し
て
賈
を
好
く
す
る

り
ゅ
う
し

ら
く
ち
ゅ
う

り

む
す
め

ち
ち
ゆ
た

こ

よ

も
、
風
波
に
湖
上
に
死
す
。
其
の
母

他
の
児
子
を
念
わ
ず
、
独
り
柳
枝

ふ

う

は

こ
じ
ょ
う

し

そ

は
は

ほ
か

じ

じ

お
も

ひ
と

り
ゅ
う
し

を
念
う
。
生
ま
れ
て
十

七

年
、
塗
妝
綰
髻
、
未
だ
嘗
て
竟
ら
ず
、
已

お
も

う

じ
ゅ
う
し
ち
ね
ん

と
し
ょ
う
わ
ん
け
い

い
ま

か
つ

お
わ

す
で

に
し
て
復
た
起
ち
去
き
、
葉
を
吹
き
蕊
を
嚼
む
。

ま

た

ゆ

は

ふ

ず
い

か

洛
陽
の
庶
民
の
む
す
め
、
「
柳
枝
」
が
描
か
れ
る
。
十
代
の
少
女
が

少
女
か
ら
女
性
に
変
貌
し
て
い
く
過
程
は
李
商
隠
の
好
む
と
こ
ろ
で
、

「
無
題
（
八
歳
）
」
は
ま
さ
に
そ
の
変
化
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の

年
齢
の
特
徴
は
子
ど
も
的
要
素
と
大
人
的
要
素
が
混
在
す
る
、
子
供
で

も
な
い
し
大
人
で
も
な
い
。
そ
れ
が
し
だ
い
に
す
り
替
わ
っ
て
い
く
と

こ
ろ
に
あ
る
が
、
柳
枝
は
子
ど
も
的
要
素
が
ま
さ
っ
て
、
女
と
し
て
の

自
覚
が
な
い
。
葉
を
吹
き
蕊
を
嚼
む
は
子
ど
も
の
野
外
の
遊
び
で
あ
ろ
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う
。
柳
枝
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
「
無
題
（
八
歳
）
」
で
は
幼

い
の
に
女
っ
ぽ
い
ま
ね
を
す
る
お
ま
せ
な
少
女
を
描
く
が
、
こ
ち
ら
は

逆
。
ど
ち
ら
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
と
こ
ろ
に
女
性

的
魅
力
を
詩
人
は
覚
え
て
い
る
。
こ
の
箇
所
、
ま
と
め
れ
ば
、
年
齢
に

ふ
さ
わ
し
い
身
だ
し
な
み
に
気
を
使
う
こ
と
も
せ
ず
に
、
子
ど
も
っ
ぽ

い
遊
び
に
浮
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
う
い
う
概
括
的
な
説

明
を
せ
ず
に
、
具
体
的
動
作
と
し
て
、
お
化
粧
を
し
終
わ
ら
な
い
う
ち

に
外
へ
飛
び
出
し
て
葉
っ
ぱ
や
花
で
遊
ん
で
い
る
と
描
く
。

糸
を

調

え
管
を
擫
え
、
天
海
風
濤
の

曲

、
幽
憶
怨
断
の
音
を
作

い
と

と
と
の

か
ん

お
さ

て
ん
か
い
ふ
う
と
う

き
ょ
く

ゆ
う
お
く
え
ん
だ
ん

お
と

つ
く

る
。

こ
の
風
変
わ
り
な
少
女
は
、
音
楽
の
非
凡
な
才
能
を
生
ま
れ
つ
き
備

え
て
い
た
よ
う
だ
。

其
の

傍

に
居
り
、
其
の
家
と
揖
故
往
来
す
る
者
聞
く
こ
と
十

年

そ

か
た
わ
ら

お

そ

い
え

ゆ
う
こ
お
う
ら
い

も
の

き

じ
ゅ
う
ね
ん

な
る
も
、
尚
お
相
い
与
に
其
の
酔
眠
夢
物
か
と

疑

い
て
断
っ
て
娉

な

あ

と
も

そ

す
い
み
ん
む
ぶ
つ

う
た
が

た

め
と

ら
ず
。

し
か
し
周
囲
の
人
た
ち
は
ま
と
も
に
相
手
に
し
な
い
。
世
間
の
間
尺

に
合
わ
な
い
少
女
な
の
で
あ
る
。

余
の
従

昆
譲

山
、
柳
枝
の
居
に
比
び
て
近
し
と
為
す
。
他
日

春

よ

じ
ゅ
う
こ
ん
じ
ょ
う
ざ
ん

り
ゅ
う
し

き
ょ

な
ら

ち
か

な

た

じ

つ

は
る

の
曾
陰
に
、
譲

山
は
馬
を
柳
枝
の
南

柳
の
下
に
下
り
、
余
の
燕
台

そ
う
い
ん

じ
ょ
う
ざ
ん

う
ま

り
ゅ
う
し

な
ん
り
ゅ
う

し
た

お

よ

え
ん
だ
い

の
詩
を
詠
ず
。
柳
枝

驚

き
て
問
う
、
誰
が
人
か
此
れ
有
る
、
誰

し

え
い

り
ゅ
う
し
お
ど
ろ

と

た

ひ
と

こ

あ

た

が
人
か
是
れ
を
為
る
、
と
。
譲

山
謂
い
て
曰
く
、
此
れ
吾
が
里
中

ひ
と

こ

つ
く

じ
ょ
う
ざ
ん

い

い
わ

こ

わ

り
ち
ゅ
う

の
少

年

叔
の
み
、
と
。
柳
枝
手
づ
か
ら
長

帯
を
断
ち
、
譲

山

し
ょ
う
ね
ん
し
ゅ
く

り
ゅ
う
し

て

ち
ょ
う
た
い

た

じ
ょ
う
ざ
ん

に
結
び
て
為
に

叔

に
贈
り
て
詩
を
乞
う
。

む
す

た
め

し
ゅ
く

お
く

し

こ

明

日
、
余
は
馬
を
比
べ
て
其
の
巷
を
出
づ
。
柳
枝
は
丫
鬟
し

み
ょ
う
に
ち

よ

う
ま

な
ら

そ

こ
う

い

り
ゅ
う
し

あ

か

ん

て

妝

を
畢
え
、
抱
き
て
扇
下
に
立
ち
、
風

一

袖
に

障

ら
る
。
指

し
ょ
う

お

い
だ

せ

ん

か

た

か
ぜ

い
っ
し
ゅ
う

さ
え
ぎ

さ

し
て
曰
く
、
若
し

叔

是
れ
な
る
か
、
後
三
日
に
し
て
隣
は
当
に
去

い
わ

も

し
ゅ
く

こ

の
ち
み
っ
か

り
ん

ま
さ

ゆ

き
て
裙
を
水

上
に
濺
ぐ
べ
し
、
博
山
の
香
を
以
て
待
つ
、
郎
と
倶

く
ん

す
い
じ
ょ
う

そ
そ

は
く
ざ
ん

こ
う

も
っ

ま

ろ
う

と
も

に
過
ぎ
ら
ん
、
と
。
余

之
を
諾
す
。

よ
ぎ

よ

こ
れ

だ
く

女
の
方
か
ら
逢
い
引
き
を
言
い
出
し
て
い
る
が
、
唐
代
の
女
性
は
、

た
と
え
ば
元
稹
「
鶯
鶯
伝
」
の
崔
鶯
鶯
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
外

な
ほ
ど
積
極
的
で
あ
る
。

本
論
と
は
関
わ
り
な
い
が
、
こ
の
個
所
に
は
唐
代
の
詩
の
受
容
の
あ
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り
か
た
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
い
と
こ
の
譲
山
が
「
詠
」

じ
た
詩
を
、
柳
枝
は
耳
で
聞
い
て
い
き
な
り
惹
か
れ
た
と
い
う
。
そ
の

詩
「
燕
台
」
は
難
解
な
李
商
隠
の
詩
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
難
解
で
あ

る
が
、
柳
枝
は
文
字
を
媒
介
と
せ
ず
に
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
オ
ー
ラ
ル
な
受
容
と
い
う
も
の
が
、
我
々
の
考
え
る
以
上
に
ふ
つ

う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
た
ま
友
と
す
る

所

の
偕
に
当
に
京
師
に
詣
る
べ
き
者
有

た
ま

と
も

と
こ
ろ

と
も

ま
さ

け

い

し

い
た

も
の

あ

り
、

戯

れ
に
余
が
臥
装
を
盗
み
て
以
て
先
ん
じ
、
留
ま
る
を
果

た
わ
む

よ

が

そ

う

ぬ
す

も
っ

さ
き

と
ど

は

た
せ
ず
。
雪

中
に
譲

山
至
り
、
且
つ
曰
く
、
東

の
諸
侯
取
り
去

せ
っ
ち
ゅ
う

じ
ょ
う
ざ
ん
い
た

か

い
わ

ひ
が
し

し
ょ
こ
う

と

さ

れ
り
、
と
。
明

年
、
譲

山
復
た

東

し
、
戯
上
に
相
い
背
に
す
。
因

み
ょ
う
ね
ん

じ
ょ
う
ざ
ん

ま

ひ
が
し

ぎ
じ
ょ
う

あ

せ

よ

り
て
詩
を
寓
せ
て
以
て
其
の
故
の

処

に
墨
せ
し
む
と
云
う
。

し

よ

も
っ

そ

も
と

と
こ
ろ

ぼ
く

い

結
局
、
逢
い
引
き
は
実
現
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
二
人
は
二
度
と
会
う
こ

と
も
な
く
終
わ
っ
た
。
「
東
の
諸
侯
」
の
も
と
へ
と
去
っ
た
柳
枝
は
、

か
つ
て
の
活
発
さ
を
失
い
、
お
そ
ら
く
は
側
室
と
し
て
の
運
命
に
無
言

の
ま
ま
従
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
少
女
が
少
女
ら
し
さ
を
喪
失
し
て
大
人

の
女
に
変
貌
す
る
悲
し
み
が
余
韻
を
の
こ
し
て
「
序
」
は
結
ば
れ
る
。

「
序
」
は
い
か
に
も
本
当
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
記
録
し
て
い
る
か

に
見
え
る
。
読
み
に
く
く
、
ぎ
こ
ち
な
い
筆
の
運
び
は
、
型
に
は
ま
っ

て
い
な
い
内
容
、
表
現
の
た
め
だ
ろ
う
。
「
序
」
が
事
実
の
記
録
と
思

わ
れ
る
の
は
、
細
々
と
し
た
事
柄
が
あ
ま
り
整
然
と
整
理
さ
れ
な
い
ま

ま
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。
現
実
を
す
く
い
取
っ
て
作
ら
れ

る
創
作
で
は
、
因
果
関
係
や
表
現
効
果
の
た
め
に
削
除
さ
れ
た
り
加
え

ら
れ
た
り
す
る
事
柄
の
取
捨
選
択
が
働
く
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
未
整

理
の
ま
ま
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

固
有
名
詞
、
地
名
、
時
間
な
ど
、
現
実
を
構
成
す
る
要
素
が
き
っ
ち

り
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
創
作
で
は
場
所
・
時
は
や
は
り
表
現
世
界

の
整
合
性
と
効
果
の
た
め
に
整
え
ら
れ
る
。
ま
た
固
有
名
詞
は
文
学
と

し
て
の
喚
起
力
を
も
つ
固
有
名
詞
が
用
い
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
特
徴
か
ら
い
か
に
も
事
実
の
記
録
で
あ
る
か
に
み
え
る
。

現
実
は
様
々
な
要
素
が
意
味
付
け
な
く
す
べ
て
が
同
じ
よ
う
に
生
起
し

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
要
素
を
抜
き

出
し
た
り
、
色
の
濃
淡
を
つ
け
た
り
し
て
、
現
実
を
認
識
す
る
。
現
実

そ
の
も
の
に
は
何
の
脈
絡
や
因
果
関
係
も
な
く
、
す
べ
て
が
の
っ
ぺ
ら

ぼ
う
と
い
う
か
、
平
等
と
い
う
か
、
並
ぶ
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
識

す
る
時
に
は
ど
ん
な
原
理
が
作
用
す
る
か
と
い
え
ば
、
個
々
の
事
柄
を
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因
果
関
係
で
関
係
づ
け
た
り
、
或
い
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
認
識

の
枠
組
み
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
整
理
し
な
が
ら
受
け
止
め
る
。
そ
の
整

理
の
行
為
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
現
実
は
、
「
人
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た

現
実
」
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
「
序
」
が
現
実
の
記
録
ら
し
く
思
わ
れ

た
の
は
、
記
述
が
必
ず
し
も
整
合
的
な
、
或
い
は
人
為
の
介
在
が
濃
厚

な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
く
て
、
ご
た
ご
た
と
あ
れ
こ
れ
並
べ
ら
れ
て

い
る
印
象
が
あ
る
か
ら
だ
。

た
だ
し
、
そ
こ
で
考
慮
す
べ
き
は
、
作
者
は
故
意
に
事
実
の
記
録
で

あ
る
か
に
装
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
ま
っ

た
く
架
空
の
事
柄
を
い
か
に
も
事
実
で
あ
る
か
に
み
せ
か
け
る
た
め

に
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
表
現
と
し
て
は
未
整
理
に
見
え
る
書
き
方
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
大
い
に
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ

は
も
う
一
段
階
先
の
問
題
と
し
て
、
事
実
で
あ
っ
た
か
否
か
は
問
わ
な

い
こ
と
に
す
る
。
作
者
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
態
度

が
問
題
な
の
だ
。

一
方
、「
柳
枝
」
詩
の
詩
本
文
の
方
は
個
別
的
な
事
柄
は
一
切
な
い
。

歌
謡
と
し
て
の
一
般
的
性
格
が
濃
厚
な
の
だ
。
事
実
を
も
と
に
作
っ
た

に
せ
よ
、
そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
詩
が
背
景
の
事
実
な
し
に
歌
と

し
て
自
立
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

詩
歌
と
し
て
自
立
し
て
い
る
と
い
う
時
、
で
は
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な

原
理
が
働
い
て
、
詩
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原

理
は
明
ら
か
に
現
実
と
は
異
質
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
五
首
、

其
五
（
其
の
五
）

そ

ご

畫
屏
繡
歩
障

画
屏

繡

歩

障

が

へ

い

し
ゅ
う
ほ
し
ょ
う

物
物
自
成
雙

物
物

自

ら
双
を
成
す

ぶ
つ
ぶ
つ

お
の
ず
か

そ
う

な

如
何
湖
上
望

如
何
ぞ
湖
上
に
望
め
ば

い

か

ん

こ
じ
ょ
う

の
ぞ

只
是
見
鴛
鴦

只
だ
是
れ
鴛
鴦
を
見
る

た

こ

え
ん
お
う

み

鮮
や
か
な
屏
風
、
ぬ
い
と
り
を
施
し
た
と
ば
り
、
物
み
な
対
に
な

つ
い

っ
て
い
る
。

な
ん
と
湖
上
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
見
え
る
は
こ
れ
ま
た
つ

が
い
の
お
し
ど
り
。

屏
風
も
と
ば
り
も
物
は
み
な
対
に
な
っ
て
い
る
。
室
内
の
器
具
、
つ

ま
り
人
工
物
は
み
な
対
だ
と
い
う
。
そ
し
て
目
を
挙
げ
て
み
れ
ば
湖
の

鴛
鴦
も
カ
ッ
プ
ル
だ
、
つ
ま
り
自
然
物
も
対
だ
、
と
い
う
。
部
屋
の
中

の
物
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
対
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
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し
、
対
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
現
実
の
な
か
で
そ
れ
は
意
識
さ
れ

な
い
。
つ
ま
り
現
実
に
は
対
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
物
を
見
る
こ

と
は
な
い
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
か
ら
現
実
を
抽
出
し
、
対
の
も
の

ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
す
べ
て
が
対
だ
と
現
実
を
認
識
す
る
。
室
内
の

人
工
物
も
戸
外
の
自
然
物
も
、
対
か
ど
う
か
と
い
う
点
か
ら
探
ら
れ
、

す
べ
て
が
対
だ
と
い
う
現
実
認
識
を
提
示
す
る
。
こ
の
表
現
は
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
い
わ
ば
偏
っ
た
見
方
に
固
執
す
る
の
か
。
そ
れ
は
自
分
た
ち

が
対
で
な
い
、
物
す
べ
て
が
対
で
あ
る
の
に
、
我
々
は
そ
う
で
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
導
き
出
す
た
め
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
一
緒
に
な
れ
な
い

悲
哀
を
唱
お
う
と
す
る
。
好
き
な
人
と
一
緒
に
な
れ
な
い
悲
し
み
と
い

う
も
の
は
、
現
実
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
現
実
の
悲
し
み
が
対
の
物
ば

か
り
が
目
に
つ
く
と
い
う
か
た
ち
だ
け
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
現
実

を
恣
意
的
に
捉
え
て
そ
れ
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
本
当
に
言
い

た
い
こ
と
、
我
々
は
つ
が
い
に
な
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
一
切
表
現

さ
れ
て
い
な
い
。
言
い
た
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
別
の
こ
と
を
並
べ
る
。

現
実
と
は
位
相
を
ず
ら
し
た
と
こ
ろ
に
、
現
実
を
直
叙
し
た
場
合
と
は

違
う
抒
情
が
生
ま
れ
る
。

ま
た
第
二
首
を
み
よ
う
。

其
二
（
其
の
二
）

そ

に

本
是
丁
香
樹

本
よ
り
是
れ
丁
香
の
樹

も
と

こ

て
い
こ
う

き

春
條
結
始
生

春

条

結

始
め
て

生

ず

し
ゅ
ん
じ
ょ
う

け
つ

は
じ

し
ょ
う

玉
作
彈
棋
局

玉

も
て
弾
棋
の

局

を
作
る
も

ぎ
ょ
く

だ

ん

き

き
ょ
く

つ
く

中
心
亦
不
平

中

心

亦
た
平
ら
か
な
ら
ず

ち
ゅ
う
し
ん

ま

た
い

も
と
も
と
香
り
高
い
丁
子
の
木
。
春
先
に
伸
び
た
枝
に
は
つ
ぼ
み

ち
ょ
う
じ

（
結
）
が
つ
い
た
―
―
「
結
」
ば
れ
る
の
は
い
つ
か
し
ら
。

玉

で
こ
さ
え
た
将
棋
盤
、
そ
の
中
心
が
平
ら
じ
ゃ
な
い
。
平
ら

、
、

、

ぎ
ょ
く

か
な
ら
ぬ
は
心
も
同
じ
。

、

一
句
目
二
句
目
も
「
結
」
を
掛
け
言
葉
に
使
っ
て
い
る
が
、
三
句
目

四
句
目
を
見
よ
う
。
「
中
心
亦
不
平
」
が
掛
け
言
葉
。
弾
棋
の
局
は
真

ん
中
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
平
ら
で
な
い
。
そ
れ
と
「
中
心
亦
不
平
」

で
「
心
中

不
平
」
と
掛
け
る
。
掛
け
言
葉
も
歌
謡
を
成
立
さ
せ
る
要

素
の
一
つ
、
現
実
と
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
可
能
な
表
現
で
あ
ろ
う
。

「
柳
枝
五
首
」
の
詩
の
方
は
こ
の
よ
う
に
歌
謡
に
な
り
き
っ
て
い
る
。

個
別
的
事
象
は
斬
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
も
し
「
序
」
が
な
け
れ
ば
、

こ
れ
は
仮
構
の
歌
で
あ
り
、
背
後
に
個
別
的
な
こ
と
は
な
い
か
に
見
え
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る
。「

序
」
が
実
際
の
出
来
事
を
述
べ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
詩
は
実

事
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
実
事
を
捨
て
て
虚
構
に
入
っ
た
詩
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
「
柳
枝
」
の
詩
は
、
李
商
隠
の
詩
の
現
実
と
表
現
と
の
関

係
に
大
き
な
問
題
を
投
じ
る
。
さ
ら
に
は
、
李
商
隠
を
越
え
て
、
現
実

と
言
語
表
現
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
う
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
我

々
を
導
い
て
い
く
。

白
居
易
と
李
商
隠
の
二
つ
の
例
を
ま
と
め
る
と
、
白
居
易
の
「
琵
琶

行
」
の
場
合
、
実
事
で
あ
る
か
に
見
せ
な
が
ら
虚
構
の
詩
で
あ
り
、
李

商
隠
「
柳
枝
五
首
」
の
場
合
は
、
歌
謡
＝
虚
構
と
見
せ
な
が
ら
実
事
を

持
つ
、
と
い
う
反
対
の
関
係
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
例
は
実
事
と
虚
構
の
わ
か
り
や
す
い
例
で
は
あ
る
が
、

大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
い
わ
ば
詩
の
舞
台
裏
が
の
ぞ
け
る
と
い
っ
た

こ
と
で
し
か
な
い
。
「
琵
琶
行
」
が
虚
構
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ

と
は
「
琵
琶
行
」
の
理
解
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
か
。

歌
謡
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
「
柳
枝
」
の
背
後
に
、
李
商
隠
自
身
の
実

を
結
ぶ
こ
と
な
し
に
終
わ
っ
た
淡
い
恋
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
柳
枝
」

の
歌
の
理
解
に
違
い
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
。
背
後
に
事
実
が
あ
ろ
う

が
な
か
ろ
う
が
、
我
々
の
前
に
あ
る
の
は
言
語
化
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ

て
、
そ
れ
だ
け
が
問
題
な
の
だ
。

実
事
と
虚
構
と
い
う
問
題
設
定
の
よ
り
大
き
な
問
題
は
、
実
事
と
は

何
か
、
虚
構
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
だ
。
両
者
を
二
項
対
立
と
し
て
捉

え
る
こ
と
自
体
が
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
事
も
捉
え

方
に
よ
っ
て
、
ま
た
さ
ら
に
言
語
表
現
に
よ
っ
て
、
様
々
な
面
を
見
せ

る
。
現
実
は
創
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
と
さ
え
い
え
る
。
虚
構
も
結
局
は

現
実
を
元
に
し
た
仮
構
で
あ
る
。
両
者
は
截
然
と
分
か
れ
る
も
の
で
は

な
さ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
そ
こ
に
文
学
の
働
き
が
加
わ
る
。
文
学
は
我
々

の
日
常
生
活
の
な
か
に
お
け
る
既
成
の
見
方
と
は
異
な
る
見
方
を
提
示

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
ふ
つ
う
に
捉
え
て
い
た
現
実
は
揺
ら
ぎ
、

別
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
が
文
学
の
働
き
で
は
な
い
か
。
言
い
換

え
れ
ば
、
詩
が
現
実
を
新
た
に
露
呈
さ
せ
る
、
そ
れ
を
知
る
の
が
文
学

を
読
む
こ
と
で
あ
り
、
文
学
の
役
割
で
あ
り
、
詩
と
現
実
の
関
わ
り
の

最
も
重
要
な
部
分
で
あ
ろ
う
。


