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鑑　
賞

　
起
句
は
夜
霧
が
寒
々
と
し
た
秦
淮
の
川
面
に
す
っ
ぽ
り
お
お
う
よ

う
に
立
ち
籠
め
、
月
の
光
が
砂
浜
を
お
お
う
よ
う
に
白
々
と
注
い
で

い
る
。
こ
の
句
の
良
さ
は
寵
め
る
と
い
う
字
に
あ
る
。
名
詞
で
は「
か

ご
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
を
動
詞
に
使
う
と
「
か
ご
」
で
ふ
た
を

す
る
よ
う
に
「
お
お
う
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
目
の
前
の
自
然
現

象
を
詠
い
な
が
ら
夜
霧
で
月
の
光
を
ぼ
か
し
、
淡
い
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
の
中
で
実
は
、
過
去
の
歴
史
を
も
お
お
っ
て
い
る
様
な
気
分
に
さ

せ
る
。
そ
れ
は
後
半
二
句
へ
の
懐
古
の
趣
き
を
な
す
舞
台
づ
く
り
の

よ
う
で
あ
る
。

　
承
句
は
夜
こ
の
秦
淮
に
舟
泊
り
す
る
と
、
向
こ
う
岸
に
は
酒
家
が

並
ん
で
い
る
。
古
い
都
の
趣
き
を
な
し
た
街
並
、
今
夜
も
灯
火
を
つ

け
た
青
楼
か
ら
静
か
な
音
色
が
し
っ
と
り
と
流
れ
て
く
る
の
が
聞
こ

え
る
。
憂
愁
古
都
の
秋
の
夜
の
風
情
を
か
も
し
だ
す
様
で
あ
る
。

　
転
句
は
前
半
二
句
で
夜
霧
の
ぼ
か
し
で
過
去
の
歴
史
を「
お
お
う
」

こ
と
か
ら
一
転
し
、
史
実
を
明
確
に
す
る
場
面
転
換
で
あ
る
。
亡
国

の
恨
み
の
歌
と
も
知
ら
ず
に
商
女
が
歌
っ
て
い
る
。（
今
ふ
う
で
は

芸
妓
、
歌
姫
で
あ
る
）

　
結
句
は
そ
の
歌
と
は
陳
の
後
主
の
作
っ
た
「
玉
樹
後
庭
花
」
と
言

う
歌
で
あ
る
。
陳
の
滅
亡
を
象
徴
す
る
こ
の
歌
を
、
商
女
が
歌
の
意

味
を
知
ら
な
け
れ
ば
知
ら
な
い
ほ
ど
歴
史
の
彼
方
に
あ
る
古
都
へ
の

深
い
憐
れ
み
と
懐
古
の
情
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
８
）

『
旅
夜
書
懐
』　
　
杜
　
甫

　
　
絶
望
的
な
自
嘲
の
つ
ぶ
や
き

　
旅
夜
懐
い
を
書
す　
　
　
　
杜　
甫

細
草
微
風
岸　
細
草
微
風
の
岸

危
檣
獨
夜
舟　
危
檣
獨
夜
の
舟 

星
垂
平
野
闊　
星
垂
れ
て
平
野
闊ひ

ろ

く　

月
湧
大
江
流　
月
湧
い
て
大
江
流
る

名
豈
文
章
著　
名
は
豈あ

に

文
章
に
て
著あ

ら
わ

れ
ん
や

官
應
老
病
休　
官
は
應ま

さ

に
老
病
に
て
休
む
べ
し

飄
飄
何
所
似　
飄
飄
何
の
似
た
る
所
ぞ

天
地
一
沙
鷗　
天
地
の
一
沙
鷗

星
垂
れ
て
平
野
闊
く
月
湧
い
て
大
江
流
る

　
細
か
い
草
の
生
え
て
い
る
岸
辺
に
は
微
か
な
風

　
高
い
帆
柱
の
舟
に
は
ひ
と
り
目
覚
め
て
い
る
私

　
星
が
地
平
線
に
ま
で
垂
れ
る
の
が
見
え
る
ほ
ど
平
野
は
広
く

　
月
を
映
し
こ
ん
で
大
川
は
悠
々
と
流
れ
て
行
く

　
詩
文
に
よ
っ
て
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
も
う
望
め
な
い

　
老
い
て
病
む
此
の
身
は
官
職
を
退
か
ね
ば
な
ら
ぬ

　
漂
泊
の
わ
が
身
は
一
体
何
に
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

　
ま
る
で
天
地
の
間
を
さ
ま
よ
う
一
羽
の
す
な
か
も
め
で
は
な
い
か
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杜
甫
独
特
の
「
倒
装
法
」
を
用
い
た
名
作

　
七
六
五
年
、
五
十
四
歳
の
作
。
そ
の
前
年
、
当
時
成
都
の
長
官
で

親
友
で
あ
っ
た
厳
武
の
推
挙
に
よ
っ
て
任
ぜ
ら
れ
た
工こ

う

部ぶ

員い
ん

外が
い

郎ろ
う

の

職
（
工
部
は
尚し

ょ
う

書し
ょ

省
に
所
属
す
る
部
局
で
農
林
、
土
木
、
工
業
に
関

す
る
事
務
を
担
当
し
た
。
そ
の
工
部
の
下
部
組
織
に
ま
た
工
部
と
い

う
の
が
あ
り
、
主
な
仕
事
は
城
壁
や
城
門
、
堀
な
ど
の
管
理
で
、
杜

甫
は
そ
の
監
督
官
の
職
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
下
級
の
官
職
だ
っ

た
）
も
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
四
月
杜
甫
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
厳
武

が
急
逝
し
た
た
め
、
や
む
な
く
職
を
辞
し
、
そ
の
五
月
浣
花
草
堂
を

あ
と
に
し
て
、
ま
た
し
て
も
家
族
を
連
れ
て
漂
泊
の
旅
に
出
た
。
長

江
を
舟
で
下
る
そ
の
旅
は
杜
甫
の
生
涯
に
お
け
る
最
後
の
旅
の
幕

開
き
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

詩
は
長
江
上
流
の
四
川
省

忠
県
あ
た
り
で
作
ら
れ
た

と
さ
れ
る
作
で
杜
甫
の
律

詩
中
で
も
名
作
と
い
わ
れ
、

詠
み
終
え
て
も
余
韻
が
残

る
作
品
と
い
え
る
。

　

た
だ
読
め
ば
、
旅
の
途

中
の
感
想
と
思
っ
て
し
ま

い
が
ち
だ
が
、
作
者
の
失

意
と
放
浪
の
半
生
を
考
え

れ
ば
、
実
に
容
易
な
ら
ぬ

事
態
が
背
景
に
あ
る
こ
と
に
思
い
到
る
。

　
歌
い
だ
し
の
二
句
は
一
見
叙
景
の
よ
う
で
あ
る
が
単
純
な
も
の
で

は
な
い
。
微
風
に
身
を
任
せ
て
、
う
ち
震
え
る
細
草
の
頼
り
な
げ
な

動
き
が
暗
示
す
る
も
の
、
そ
れ
は
作
者
の
来
し
方
を
省
み
て
、
行
く

末
を
案
ず
る
深
刻
な
不
安
に
他
な
ら
な
い
。独
夜
と
は
い
う
も
の
の
、

傍
ら
に
は
明
日
の
生
活
の
保
証
を
し
て
や
れ
な
い
家
族
が
身
を
寄
せ

あ
っ
て
眠
っ
て
い
る
。「
独
夜
」
の
「
独
」
は
「
小
さ
い
、
弱
い
、

頼
り
な
い
、
も
ろ
い
、
定
め
な
き
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
に
通
じ

る
。「
細
、
微
、
危
」
の
三
字
と
共
に
、
作
者
の
無
力
感
、
孤
独
感

の
深
い
暗
示
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
此
の
詩
の
中
で
最
も
重
い
一
字

と
言
っ
て
い
い
。

　
第
一
、二
句
に
お
い
て
「
細
草
の
岸
」「
危
檣
の
舟
」
と
読
む
の
が

普
通
で
あ
る
の
に
敢
え
て
微
風
と
独
夜
を
割
り
込
ま
せ
、
語
順
を
転

倒
さ
せ
て
い
る
「
倒
装
法
」
は
常
識
を
破
る
意
外
性
に
表
現
の
活
力

を
求
め
る
杜
甫
独
特
の
技
法
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
イ

メ
ー
ジ
結
合
の
詩
的
緊
張
を
用
意
し
た
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
う
い
う
首
聯
（
第
一
句
、
第
二
句
）
の
後
に
、
頷
聯
（
第
三
句

と
第
四
句
）
で
作
者
は
改
め
て
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
境
涯
と
重
ね

合
わ
せ
て
見
つ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
果
て
し
も
な
く
広

大
な
、
い
か
に
も
大
陸
的
な
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
ま
る
で
小

さ
な
小
さ
な
一
人
の
人
間
の
運
命
に
な
ど
全
く
係
わ
り
の
無
い
表
情

で
、
作
者
は
自
身
の
愁
い
の
大
き
さ
も
大
自
然
の
中
で
は
ま
る
で
一

浣花草堂
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粒
の
砂
に
も
及
ば
ぬ
小
さ
な
存
在
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
歌
い
だ
し
の
二
句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
作
者
の
心
細
さ

や
孤
独
感
が
、
更
に
増
幅
さ
れ
て
読
み
手
の
心
に
伝
わ
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
首
聯
か
ら
頷
聯
へ
の
場
面
転
換
は
、
情
景
な

る
眼
前
の
映
像
か
ら
次
の
瞬
間
、
広
大
な
背
景
の
大
映
し
に
な
る
転

換
の
中
で
目
に
も
止
ま
ら
な
い
一
点
を
探
し
求
め
る
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
画
像
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
の
大
転
換
を
起
す
カ

メ
ラ
操
作
に
似
て
い
る
。
実
に
巧
み
な
構
成
と
し
か
言
い
よ
う
が
無

い
。
こ
の
よ
う
な
詩
的
緊
張
を
伴
う
暗
示
的
表
現
や
場
面
転
換
の
工

夫
は
、
私
た
ち
が
作
詩
す
る
際
の
大
き
な
参
考
に
な
る
の
だ
が
、
実

は
、
杜
甫
が
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
構
想
し
た
）
場
所
、
四
川
省
忠

州
（
忠
県
）
の
そ
の
場
所
に
は
、
詩
の
中
に
出
て
い
る
よ
う
な
平
野

も
大
江
も
存
在
し
て
い
な
い
。
実
在
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
も
な

い
草
っ
原
と
幅
狭
い
川
だ
け
だ
と
い
う
（
石
川
忠
久
著
「
漢
詩
の
講

義
一
七
四
頁
」）。
つ
ま
り
、
杜
甫
は
実
景
を
誇
張
し
て
表
現
し
て
い

る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
漢
詩
の
作
法
に
は
欠
か
せ
な
い
表
現
技

法
で
、
こ
の
よ
う
に
真
実
と
は
異
な
る
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て

却
っ
て
一
層
深
く
詩
的
真
実
を
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た

ち
は
作
詩
に
関
し
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
杜
甫　
深
い
憂
愁
と
絶
望
感

　
杜
甫
は
七
三
五
年
、
二
十
四
歳
の
と
き
に
進
士
の
試
験
を
受
け
て

失
敗
し
て
い
る
。
三
十
歳
で
結
婚
し
、
三
十
二
歳
の
と
き
李
白
に
出

あ
い
、
三
十
六
歳
で
再
度
進
士
の
試
験
を
受
け
た
が
、
愚
人
宰
相
李

林
甫
の
た
め
に
落
第
さ
せ
ら
れ
る
。
詩
人
は
皆
、
官
途
に
つ
い
て

頭
角
を
現
わ
し
、
経
国
済
民
に
関
す
る
自
己
の
理
念
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
の
が
人
生
の
目
標
で
あ
り
、
生
き
甲
斐
だ
っ
た
。
杜
甫
も
例

外
で
は
な
い
。
し
か
し
科か

挙き
ょ

に
合
格
す
る
こ
と
が
も
は
や
絶
望
的
と

な
っ
て
は
高
位
高
官
へ
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
た
。
杜
甫
の
愁
い
は
戦
乱

の
渦
中
に
あ
る
国
へ
の
愁
い
で
あ
り
、
又
そ
の
国
を
自
己
の
理
想
と

す
る
方
向
に
動
か
そ
う
に
も
そ
の
立
場
に
立
て
ず
為
す
術
の
な
い
自

分
自
身
の
憂
い
で
も
あ
る
。
杜
甫
の
詩
に
強
く
流
れ
て
い
る
気
風
、

気
骨
は
社
会
の
矛
盾
に
傷
め
ら
れ
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
庶
民
の
暮
ら

し
を
誠
実
に
見
つ
づ
け
た
人
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
杜
甫
の
生
涯
を
見

る
と
ま
こ
と
に
不
運
、
不
遇
の
連
続
に
耐
え
続
け
た
日
々
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
都
（
長
安
）
に
赴
い
た
の
は
三
十
代
の
半
ば
頃
だ
っ
た

が
、
薬
草
栽
培
な
ど
で
辛
う
じ
て
生
計
を
立
て
は
し
た
も
の
の
、
遂

に
妻
子
を
養
い
兼
ね
て
四
十
三
歳
の
と
き
、
妻
の
実
家
に
家
族
を
預

け
る
こ
と
に
な
る
。
杜
甫
の
目
が
自
己
の
不
遇
を
通
し
て
社
会
の
実

態
の
不
合
理
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
体
こ
の
時
期
以
後
の

こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
翌
年
、
四
十
四
歳
に
な
っ
て
よ
う
や

く
右ゆ

う

衛え
い

率そ
つ

府ふ

冑ち
ゅ
う

曹そ
う

参さ
ん

軍ぐ
ん

と
い
う
官
職
に
就
く
の
だ
が
、
こ
れ
は
近
衛

軍
の
武
器
庫
の
番
人
の
よ
う
な
仕
事
で
最
下
級
の
官
職
だ
っ
た
。

　
と
に
か
く
も
こ
の
こ
と
を
、
預
け
た
妻
子
に
知
ら
せ
る
べ
く
急
い

だ
挙
句
に
彼
が
知
っ
た
の
は
幼
い
わ
が
子
の
餓
死
だ
っ
た
。
世
の
不

合
理
と
矛
盾
に
対
す
る
杜
甫
の
目
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
て
い
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く
。「
…
…
門
に
入
れ
ば
号ご

う

咷く
う

を
聞
く
幼
子
飢
え
て
巳
に
卒し

ゅ
つ

す
吾
、

寧な
ん

ぞ
一
哀
を
捨お

か
ん
や
里り

巷こ
う

も
亦
鳴お

咽え
つ

す
愧
づ
る
所
は
人
の
父
と
為

り
食
無
く
し
て
夭
折
を
致
せ
し
を
豈
に
知
ら
ん
や
秋し

ゅ
う

禾か

の
登
る
に
貧ひ

ん

穴く

に
は
倉そ

う

卒そ
つ

た
る
あ
り
…
…
（
自
京
赴
奉
先
県
詠
懐
五
百
字
）」
と

い
う
絶
唱
は
こ
の
年
十
一
月
初
め
頃
の
作
の
一
節
。
こ
の
長
い
詩
は

上
層
階
級
の
奢し

ゃ

侈し

と
、
そ
の
対
極
に
あ
る
庶
民
の
生
活
苦
の
実
態
が

主
題
に
な
っ
て
い
る
。「
朱
門
（
貴
族
の
邸
宅
の
こ
と
）
酒
肉
臭
く

路
に
凍
死
の
骨
あ
り
」と
い
う
有
名
な
二
句
も
こ
の
詩
の
中
に
あ
る
。

更
に
こ
の
作
で
杜
甫
は
痛
切
な
政
治
批
判
の
中
に
大
乱
の
発
生
を
予

言
す
る
か
の
よ
う
な
詩
句
を
挟
ん
で
い
る
。「
多
士
朝
廷
に
満
つ
る

も
仁
者
は
宜
し
く
戦
慄
す
べ
し
」
と
杜
甫
が
警
告
の
筆
を
収
め
た
数

日
後
に
起
き
た
の
が
例
の
大
乱
だ
っ
た
。
北
方
の
節
度
使
が
朝
廷
に

叛
旗
を
翻
す
。
安
禄
山
の
乱
で
あ
る
。
妻
子
の
安
否
を
気
遣
っ
て
賊

手
に
陥
ち
た
長
安
を
脱
出
、
家
族
の
安
全
確
保
の
た
め
に
地
方
を
奔

走
中
、賊
軍
に
捕
わ
れ
長
安
に
連
れ
戻
さ
れ
投
獄
さ
れ
た
と
き
に「
春

望
」と
い
う
名
作
が
生
ま
れ
た
。い
つ
の
日
か
罪
も
下
級
の
官
吏
だ
っ

た
こ
と
が
幸
い
し
て
許
さ
れ
、
玄
宗
皇
帝
の
後
を
継
い
だ
粛
宗
の
命

で
左さ

拾し
ゅ
う

遺い

と
い
う
官
職
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
左
拾
遺
と

は
従
八
品
上
と
い
う
官
職
だ
か
ら
下
級
の
官
位
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
が
、
皇
帝
に
供き

ょ
う

奉ほ
う

し
て
皇
帝
に
過
ち
あ
ら
ば
こ
れ
を
諫
言

す
る
と
い
う
、
杜
甫
と
し
て
は
か
な
り
の
生
き
甲
斐
を
感
じ
ら
れ
る

職
務
で
は
あ
っ
た
。
生
真
面
目
で
愚
直
と
い
う
の
は
、
個
人
の
美
徳

と
し
て
は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
が
杜
甫
の
場
合
、
こ
れ
が
逆
に

作
用
し
た
。
或
る
人
物
が
罪
不
相
応
に
処
罰
さ
れ
降
格
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
。
杜
甫
は
職
務
上
当
然
な
が
ら
皇
帝
に
上じ

ょ
う

疏つ
く

し
て
こ
れ
を
諫

め
た
。
こ
の
こ
と
が
粛
宗
の
怒
り
を
招
き
、
朝
廷
か
ら
追
放
さ
れ
そ

う
に
な
る
が
、
時
の
宰
相
の
弁
護
が
あ
っ
て
辛
う
じ
て
出
仕
を
許
さ

れ
る
。
し
か
し
馬
が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、

粛
宗
は
そ
う
い
う
杜
甫
の
生
真
面
目
で
実
直
な
性
格
が
好
き
に
な
れ

な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。

　
結
局
杜
甫
は
鄜ふ

州し
ゅ
う

（
現
在
の
陝
西
省
の
富
州
、
長
安
（
西
安
）
の

北
方
二
百
粁
）
に
難
を
避
け
て
い
た
家
族
の
も
と
へ
帰
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
乱
が
収
ま
っ
て
上
皇
（
玄
宗
）
が
長
安
に
帰
り
幾
分
の

落
ち
着
き
が
都
に
戻
る
と
再
び
杜
甫
は
左
拾
遺
と
し
て
復
職
す
る
。

七
五
七
年
、
四
十
六
歳
の
冬
た
っ
た
。
慌
た
だ
し
い
年
で
、
王
維
は

一
時
期
止
む
を
得
ず
偽
官
（
賊
軍
の
官
）
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
わ
や

　杜甫ー『晩笑堂画伝』より
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死
刑
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
追
及
さ
れ
た
し
、
李
白
は
粛
宗
に
逆
ら
っ

た
母
違
い
の
弟
王
琳
の
傘
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
罪
と
さ
れ
て
、
夜
郎

の
地
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
七
五
八
年
、
杜
甫
は
左
拾
遺

の
職
か
ら
華
州
司
功
参
軍
と
い
う
極
め
て
低
い
地
方
官
に
貶
さ
れ
て

長
安
を
去
る
。
結
局
は
嫌
気
が
さ
し
て
翌
七
五
九
年
、
官
を
辞
し
て

蜀
の
成
都
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
四
十
八
歳
だ
っ
た
。
以
後
約
三
年

間
或
る
知
己
の
援
助
を
受
け
て
家
族
と
共
に
比
較
的
落
ち
着
い
た
生

活
が
続
く
。
そ
の
居
が
世
に
言
う
浣
花
草
堂
で
、
今
日
も
四
川
省
の

成
都
の
重
要
な
史
跡
と
し
て
大
事
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
地
も
長
年
の
友
で
あ
っ
た
高
適
と
、
最
も
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
厳

武
が
共
に
世
を
去
っ
た
機
に
、
杜
甫
は
数
年
住
み
慣
れ
た
草
堂
を
後

に
し
て
、
家
族
と
共
に
最
後
の
漂
泊
の
旅
が
五
十
四
歳
の
晩
春
に
始

ま
っ
た
。
七
六
五
年
の
五
月
で
あ
っ
た
。
既
に
少
し
ず
つ
杜
甫
の
身

体
は
病
に
冒
さ
れ
始
め
て
い
た
。

　

頸
聯
（
第
五
句
、
第
六
句
）
の
痛
切
な
悲
嘆
と
尾
聯
（
第
七
句
、

第
八
句
）
の
絶
望
的
な
自
嘲
の
つ
ぶ
や
き
を
理
解
し
て
頂
く
た
め

に
、
杜
甫
の
生
涯
の
一
端
に
つ
い
て
の
長
々
し
い
引
用
が
ど
う
し
て

も
必
要
だ
っ
た
。
後
、
数
年
で
彼
の
生
涯
は
閉
じ
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
に
先
だ
っ
て
彼
は
家
族
と
共
に
一
艘
の
苫
舟
で
寝
泊
り
を
始

め
る
。
洞
庭
湖
に
浮
か
ん
で
薬
草
を
売
り
つ
つ
、
辛
う
じ
て
生
計
を

立
て
る
最
後
の
数
年
を
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
痛

ま
し
い
。
そ
ん
な
最
晩
年
の
始
ま
り
の
頃
の
感
慨
な
の
だ
。

　
「
飄
飄
と
し
て
何
の
似
た
る
所
ぞ
天
地
の
一
沙
鷗
」
す
な
か
も
め

は
高
い
と
こ
ろ
を
飛
べ
な
い
。
聖
天
子
の
再
出
現
を
願
い
、
王
道
を

鼓
舞
し
て
理
想
の
政
治
を
実
現
さ
せ
、
庶
民
を
斉
し
く
楽
土
の
民
た

ら
し
め
ん
と
す
る
志
を
遂
に
果
た
せ
な
か
っ
た
自
身
を
、
高
み
を
知

ら
ず
低
い
砂
地
を
た
だ
た
だ
う
ろ
つ
く
だ
け
の
頼
り
な
い
存
在
と
し

て
省
み
る
し
か
な
か
っ
た
杜
甫
の
心
情
を
思
い
や
る
と
き
、
そ
の
傷

心
た
る
や
ま
こ
と
に
思
い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。

　

先
に
と
り
あ
げ
た
「
登
高
」
は
こ
の
詩
の
二
年
後
の
作
と
な
る
。

「
…
…
万
里
悲
秋
常
に
客
と
な
り
百
年
多
病
獨
り
臺
に
登
る
艱
難
苦

だ
恨
む
繁
霜
の
鬢
潦
倒
新
た
に
停
む
濁
酒
の
杯
」
漢
水
を
遡
っ
て
長

安
に
帰
ろ
う
と
す
る
旅
の
途
中
で
病
昂
じ
て
死
に
到
る
の
は
、
こ
の

詩
の
三
年
後
、
七
七
〇
年
杜
甫
五
十
九
歳
だ
っ
た
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
９
）

『
絶
　
　
句
（
二
）』　
　
杜
　
甫

　
　
杜
甫
の
心
を
と
ら
え
た
景
…
と
そ
の
情

江か
わ

あ
お
く　
白
い
鳥
あ
そ
ぶ

山
は
み
ど
り
花
紅く

れ
な
いに
も
え
る

こ
の
春
も
又　
過
ぎ
ん
と
し

ふ
る
さ
と
を
見
る
は
い
つ
の
日
か

　
漢
詩
に
は
教
訓
詩
や
送
別
詩
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
内
容
の
詩
に
ふ
れ
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