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苔
」
を
「
静
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
静
」
と
「
動
」

は
凡
人
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
中
に
我
々
は
自
然
が
生
み
出
す
無
限
の
閑
寂
さ
に
引
き
込
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
南
宋
の
詩
人
蘇
軾
は
特
に
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
、「
摩ま

詰き
つ

（
王
維
の
こ
と
）
の
詩
を
味
わ
え
ば
、
詩
中
に
画
有
り
。
摩
詰
の

画
を
観
れ
ば
、
画
中
に
詩
あ
り
」
と
評
し
た
こ
と
も
有
名
な
話
で
あ

る
。

輞
川
荘
で
の
詩
の
紹
介

　
教
本
Ａ
54
に
あ
る
「
竹
里
館
」
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
に
も
有
名
な
の
で
別
の
詩
を
紹
介
し
よ
う
。

　
孟
城
坳
（
も
う
じ
ょ
う
お
う
）

新
家
孟
城
口　
　
新
た
に
家
す
孟
城
の
口ほ

と
り

古
木
餘
衰
柳　
　
古
木
衰
柳
を
餘
す

来
者
復
爲
誰　
　
来
者
は
復
た
誰
と
爲
す

空
悲
昔
人
有　
　
空
し
く
悲
し
む
昔
人
の
有
な
り
し
を

　
　
　
　
　
　
　

坳
…
く
ぼ
み　
　
有
…
所
有
す
る

意　
解

　
新
し
い
家
を
孟
城
の
入
り
口
近
く
に
建
て
た
。
古
木
の
中
に
衰
え

た
柳
が
ま
だ
残
っ
て
何

と
か
生
き
て
い
る
。（
そ

の
木
も
や
が
て
朽
ち
果

て
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の

よ
う
に
私
も
い
つ
ま
で

も
こ
こ
に
住
み
続
け
る

わ
け
で
は
な
い
）
将
来

こ
こ
に
住
ま
い
す
る
人

は
誰
で
あ
ろ
う
、
そ
の

人
か
ら
「
こ
の
別
荘
は

誰
か
昔
の
人
が
所
有
し

て
い
た
の
だ
」
と
思
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
が

な
ん
だ
か
悲
し
い
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
21
）

『
江
　
　
雪
』　
　
柳
　
宗
元

　
　
一
幅
の
山
水
画
を
思
わ
せ
る
叙
景

　
柳
宗
元
の
詩
の
中
で
も
っ
と
も
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
て
い
る
有
名
な
詩

と
い
え
ば
「
江
雪
」
と
題
す
る
五
言
古
詩
と
「
漁
翁
」
と
題
す
る
七
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山
西
省
太
原
に
生
ま
れ
る
。（
一
説
に
六
九
九

年
う
ま
れ
。）

辞（
韻
文
の
一
体
）を
作
る
。

こ
の
頃
長
安
に
遊
学
す
る
。

「
九
月
九
日
憶 

山
東
兄
弟 

」

進
士
に
及
第
、
大
楽
丞（
音
楽
官
）に
な
る
が
済

州
に
左
遷
さ
れ
る
。

こ
の
頃
妻
と
死
別
、以
後
は
独
身
で
過
ご
す
。

右
拾
遺（
天
子
の
諫
官
）と
な
る
。

監
察
御
史
（
裁
判
刑
罰
を
司
る
官
）
と
な
り
涼

州
に
。「
使
至 

塞
上 

」

長
安
に
帰
る
。

左
補
闕（
天
子
の
諫
官
）か
ら
庫
部
郎
中（
武
器

庁
次
官
）に
な
る
。

文
部
郎
中（
文
部
次
官
）に
な
る
。

安
禄
山
の
乱
起
こ
る
。

賊
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
る
。粛
宗
即
位
。

中
書
舎
人（
宮
中
文
書
係
）か
ら
給
事
中（
詔
勅

担
当
官
）に
再
任
。

尚
書
右
丞（
内
閣
書
記
官
長
）と
な
る
。

病
に
よ
り
没
す
る

                      

た
い 

げ
ん

              

こ
ろ

                                

お
も
フ            

ノ            

ヲ

                                         

だ
い 

が
く
じ
ょ
う                                                      

さ
い

  

う 

し
ゅ
う 

い                           

か
ん 

か
ん

 

か
ん 

さ
つ 

ぎ
ょ  

し                                                                                         

り
ょ
う

                       

シ  

テ   

ル
さ
い
じ
ょ
う
ニ

  

さ     

ほ 

け
つ                                                           

こ

 

ぶ
ん       

ろ
う
ち
ゅ
う

 

あ
ん 

ろ
く 

ざ
ん

                                                                

し
ゅ
く
そ
う

ち
ゅ
う
し
ょ
し
ゃ 

じ
ん                                                        

き
ゅ
う 

じ
ち
ゅ
う

し
ょ
う
し
ょ 

う 

じ
ょ
う

二

一

二

一

　目次へもどる▲　次ページへ▲

176
長方形

176
長方形



― 70 ―

言
古
詩
で
あ
る
。

　
山
水
画
に
「
寒
江
独
釣
図
」
と
い
う
、
よ
く
描
か
れ
る
構
図
を
提

供
す
る
基
と
な
っ
た
「
江
雪
」
は
叙
景
詩
の
名
作
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。

　
江　
雪　
　
柳
宗
元

千
山
鳥
飛
絶　
千
山
鳥
飛
ぶ
こ
と
絶
え

萬
徑
人
蹤
滅　
萬ば

ん

徑け
い

人じ
ん

蹤し
ょ
う

滅
す

孤
舟
蓑
笠
翁　
孤こ

舟し
ゅ
う

蓑さ

笠り
ゅ
う

の
翁お

き
な

獨
釣
寒
江
雪　
獨
り
寒
江
の
雪
に
釣
る

　
　意　

解

　
ひ
っ
そ
り
と
し
た
一

面
雪
景
色
の
中
、
山
々

に
は
飛
ぶ
鳥
の
姿
も
見

え
ず
、
道
と
い
う
道
は

雪
に
埋
も
れ
て
人
の
足

跡
も
な
い
。

　
一
そ
う
の
小
舟
に
は

蓑
笠
を
つ
け
た
翁
が
た

だ
ひ
と
り
、
寒
々
と
し

た
川
で
雪
降
る
中
、
釣

り
糸
を
垂
れ
て
い
る
。

若
き
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
左
遷
の
涯は

て　

　
柳
宗
元
（
七
七
三
〜
八
一
九
）
は
少
年
の
頃
よ
り
秀
才
の
誉
れ
高

く
二
十
一
歳
で
進
士
に
合
格
す
る
。

　
当
時
と
し
て
は
大
秀
才
の
部
類
に
入
り
、
早
く
か
ら
将
来
が
嘱
望

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
二
十
六
歳
の
時
、
高
級
官
僚
の
任
用
試
験
に

受
か
り
集
賢
殿
書し

ょ

院い
ん

正せ
い

字じ

（
図
書
の
編
集
出
版
）
の
職
に
就
く
。

　

韓　
（
七
六
八
〜
八
二
四
）
よ
り
五
年
若
い
柳
宗
元
は
、
韓　

の

任
官
に
先
立
つ
こ
と
四
年
早
く
、
中
央
官
僚
と
し
て
第
一
歩
を
踏
み

出
し
て
い
る
。因ち

な
み

み
に
一
年
年
長
の
白
居
易（
七
七
二
〜
八
四
六
）は
、

こ
の
時
ま
だ
進
士
科
に
合
格
し
て
お
ら
ず
、
資
格
を
得
て
任
官
し
た

の
は
五
年
後
で
あ
る
。

　
柳
宗
元
の
任
官
の
頃
は
徳
宗
の
時
代
で
あ
っ
て
、
貴
族
・
宦か

ん

官が
ん

の

専
横
と
庶
民
に
対
す
る
苛
酷
な
租
税
の
取
り
立
て
等
に
よ
り
、
政
治

は
腐
敗
の
極
み
に
達
し
て
い
た
。

　
こ
の
様
な
政
治
状
勢
の
中
、
政
治
の
あ
り
方
に
義
憤
を
感
じ
同
志

を
集
め
、
改
革
の
の
ろ
し
を
あ
げ
た
の
は
、
当
時
翰
林
院
待た

い

詔し
ょ
う

（
天

子
の
詔
勅
を
司
ど
る
）
の
王
叔し

ゅ
く

文ぶ
ん

で
あ
っ
た
。
柳
宗
元
も
同
志
と
な

り
、
そ
の
改
革
に
賛
同
し
行
動
を
共
に
し
た
。

　
徳
宗
が
崩
御
し
、
順
宗
が
即
位
す
る
と
、
そ
の
後
ろ
立
に
よ
り
短

期
間
に
い
ろ
い
ろ
な
改
革
を
断
行
し
た
。

　
そ
れ
自
体
は
善
政
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
拙
速
す

ぎ
た
。
十
分
な
根
回
し
と
周
到
な
配
慮
に
大
き
く
欠
け
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
こ
の
為
徳
宗
時
代
の
保
守
官
僚
や
貴
族
・
宦
官
の
強
い
抵

雄大な自然の中に小さな釣翁
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抗
に
あ
い
、
ま
た
何
よ

り
も
致
命
的
で
あ
っ
た

の
は
、
頼
り
に
し
て
い

た
順
宗
が
中
風
に
よ
り

不
随
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
事
で
、
今
度
は
改
革

反
対
派
に
実
権
を
奪
わ

れ
て
し
ま
っ
た
。

　
政
治
の
主
導
権
を
奪

還
し
た
守
旧
派
は
王

叔
文
に
死
刑
、
そ
れ
に
加
担
し
た
人
々
に
左
遷
の
辞
令
を
出
し
た
。

三
十
三
歳
の
柳
宗
元
は
、
は
じ
め
邵し

ょ
う

州し
ゅ
う

刺
史
（
地
方
の
長
官
）
に
、

し
か
し
処
分
が
軽
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
永
州
司
馬（
刺
史
の
次
官
）

に
左
遷
。
十
年
後
に
や
っ
と
帰
還
が
許
さ
れ
た
の
も
束
の
間
、
今
度

は
更
に
遠
い
柳
州
に
追
い
や
ら
れ
四
十
七
歳
の
生
涯
を
異
郷
の
地
で

終
え
る
。

　
官
界
へ
の
門
出
が
若
く
、
そ
し
て
順
調
で
あ
っ
た
だ
け
に
経
歴
の

大
半
を
占
め
る
左
遷
と
い
う
過
酷
な
運
命
は
彼
の
人
生
の
中
で
如
何

に
重
く
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

散
文
、
自
然
詩
の
代
表
者

　
中
国
散
文
の
歴
史
に
古
文
復
興
の
大
立
者
と
し
て
、
後
世
韓　
と

並
び
称
さ
れ
た
の
が
柳
宗
元
。
韓　
と
同
じ
く
厳
し
い
政
治
状
況
に

翻
弄
さ
れ
た
が
、
韓　
は
危
機
を
の
り
こ
え
再
三
復
帰
し
、
死
後
に

は
「
文
公
」
の
名
ま
で
に
奉た

て
ま
つ

ら
れ
た
の
に
対
し
、
柳
宗
元
は
漂
泊
の

果
て
に
四
十
七
歳
の
生
涯
を
終
え
る
。

　
散
文
の
「
韓
・
柳
」
と
と
も
に
自
然
詩
に
お
い
て
「
王
・
孟
・
韋
・

柳
」
と
世
に
い
わ
れ
て
い
る
。

王
＝
王
維
・
孟
＝
孟
浩
然
・
韋
＝
韋
応
物
・
柳
＝
柳
宗
元
。

鑑　
賞

　
起
句
と
承
句
は
「
千
山
」
と
「
萬
径
」
と
い
う
多
い
数
を
表
わ
す

対
語
を
並
べ
、
広
大
な
景
観
を
呈
示
し
な
が
ら
「
鳥
飛
絶
」
と
「
人

蹤
滅
」
で
極
端
な
静
寂
な
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。

　

転
句
と
結
句
の
「
孤
」
と
「
獨
」
の
構
成
は
「
千
」「
萬
」
の
広

大
な
景
観
か
ら
「
小
さ
な
舟
」「
独
り
」
と
大
か
ら
小
へ
と
転
換
し

た
見
事
な
表
現
で
あ
る
。

　
「
雪
」
が
全
編
を
つ
な
ぐ
重
要
な
一
字
に
な
っ
て
い
る
。
鳥
の
飛

ぶ
こ
と
が
絶
え
た
の
も
、
人
の
足
跡
が
滅
っ
し
た
の
も
、
み
な
雪
の

た
め
で
あ
る
。
山
々
、
道
々
、
釣
り
人
の
蓑
と
笠
、
い
た
る
と
こ
ろ

に
雪
が
積
っ
て
い
る
。
ま
た
降
り
し
き
る
雪
が
「
孤
舟
」
と
「
蓑
笠

翁
」
の
文
字
を
き
わ
立
た
せ
、
孤
独
感
が
ひ
し
ひ
し
と
せ
ま
っ
て
き

て
悲
愴
感
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
。

　

毎
句
の
最
初
の
文
字
を
横
に
並
べ
る
と「
千
萬
孤
独
」に
な
っ
て

い
る
の
は
た
だ
の
偶
然
で
あ
ろ
う
か
？
雪
中
た
だ
一
人
の「
蓑
笠
翁
」

は
厳
寒
を
恐
れ
ず「
千
萬
孤
独
」に
も
動
ぜ
ず
釣
り
糸
を
垂
れ
て
い
る
。

天津

長安 徐州

青島

長江
上海

杭州

示州
桂林
柳州

○ ○

○

○

○

○
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も
し
か
す
る
と
雪
は
左
遷
に
よ
る
辛
苦
の
連
続
の
人
生
を
表
わ
し

「
蓑
笠
翁
」
は
取
り
も
直
さ
ず
、
作
者
柳
宗
元
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
極
め
て
簡
潔
な
叙
景
を
と
お
し
て
作
者
の
悲
愴

感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
読
む
人
を
し
て
心
を
滅
入
ら
せ
る
よ

う
な
余
韻
を
感
じ
さ
せ
る
。

「
嵐
山
雨
景
」
と
の
比
較

　
嵐
山
雨
景　
　
　
篠
崎
小
竹

急
雨
沛
然
花
散
風　
急
雨
沛
然
と
し
て
花
風
に
散
り　

遊
人
去
盡
水
西
東　
遊
人
去
り
盡
く
す
水
の
西
東

煙
雲
變
幻
山
奇
絶　
煙
雲
變
幻
し
て
山
奇
絶

付
與
橋
頭
一
釣
翁　
付
與
す
橋
頭
の
一
釣
翁

　
　

　
詩
の
背
景
、作
者
の
境
遇
を
考
え
れ
ば
、系
統
的
で
な
い
が「
釣
翁
」

と
い
う
一
観
点
か
ら
だ
け
見
れ
ば
あ
ま
り
の
違
い
に
驚
か
さ
れ
る
。

「
釣
翁
」
は
漢
詩
の
世
界
で
は
、
高
雅
で
名
利
を
求
め
な
い
脱
俗
の

生
き
方
の
象
徴
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
「
嵐
山
雨
景
」は
名
勝
地「
嵐
山
」の
雨
中
の
叙
景
を
詠
ん
だ
詩
で
、

に
わ
か
雨
が
盛
ん
に
降
っ
て
き
て
、
吹
く
風
に
花
も
散
り
、
花
見
客

も
逃
げ
ま
ど
う
ざ
わ
め
き
の
中
、
煙
の
よ
う
に
た
ち
こ
む
雨
雲
、
そ

れ
が
山
に
か
か
っ
て
何
と
も
い
え
ぬ
変
化
の
妙
を
画
き
だ
し
、
晴
れ

た
景
色
と
は
ま
た
別
の
絶
景
を
展
開
し
だ
し
た
。

　
加
え
て
た
だ
一
人
、
釣
翁
が
超
然
と
糸
を
垂
れ
て
い
る
。
場
所
柄

の
趣
と
動
的
な
情
景
。

　
そ
れ
に
比
し
て
「
江
雪
」
は
長
安
か
ら
何
千
キ
ロ
も
離
れ
た
未
開

の
地
、
永
州
で
詠
ん
だ
詩
で
、
雪
降
り
し
き
る
寒
江
で
物
音
ひ
と
つ

し
な
い
静
寂
さ
と
、
孤
独
感
す
ら
感
じ
さ
せ
る
た
だ
一
人
の
釣
翁
が

糸
を
垂
れ
て
い
る
情
景
。
こ
の
二
詩
の
叙
景
の
対
比
は
あ
ま
り
に
も

違
う
詩
情
に
詩
の
味
わ
い
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
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水
緑　
欸あ

い

乃だ
い

一
聲
山
水
緑
な
り

迴
看
天
際
下
中
流　
天
際
を
迴か

い

看か
ん

し
て
中
流
を
下
れ
ば

巖
上
無
心
雲
相
逐　
巖
上
無
心
に
雲
相
逐お

う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
テ
キ
ス
ト
Ｃ
21
）

   
悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
22
）

『
囘
鄕
偶
書
』　
　
賀
　
知
章

　
　
李
白
を
長
安
詩
壇
に
推
し
た
人

　

賀
知
章
は
、
初
唐
の
高
宗
顕
慶
四
年
（
六
五
四
）
己
未
生
ま
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