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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
29
）

『
江
南
春
望
』　
　
杜
　
牧

　
　
双
曲
の
屏
風
画
の
如
し

　
江
南
春
望　
　
　
杜　
牧

千
里
鶯
啼
緑
映
紅　
千
里
鶯
啼
い
て
緑
紅
に
映
ず

水
村
山
郭
酒
旗
風　
水
村
山
郭
酒
旗
の
風

南
朝
四
百
八
十
寺　
南
朝
四
百
八
十
寺

多
少
樓
臺
煙
雨
中　
多
少
の
樓
臺
煙
雨
の
中

　
こ
の
詩
は
揚
子
江
南
方
一
帯
の
閑
か
な
、
し
か
も
雄
大
な
春
景
色

を
手
に
と
る
よ
う
に
絵
画
的
に
う
た
っ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
地
方

は
山
紫
水
明
で
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
名

所
史
跡
の
多
い
こ
と
か
ら
わ
が
国
の
京
都
に
も
比
せ
ら
れ
る
。
江
南

の
風
景
を
う
た
っ
た
詩
は
多
く
あ
る
が
、
こ
の
作
品
が
も
っ
と
も
有

名
で
、
杜
牧
の
代
表
作
と
も
い
わ
れ
る
。
眼
前
の
風
物
を
特
殊
な
技

巧
を
用
い
ず
に
、
素
直
に
さ
ら
り
と
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

え
っ
て
深
い
味
わ
い
を
感
じ
さ
せ
豊
か
な
詩
情
を
た
だ
よ
わ
せ
て

い
る
。

作
者
と
時
代
背
景

　
杜
牧
に
つ
い
て
は
「
吟
詩
日
本
一
三
四
号
」
で
陳
べ
ら
れ
て
い
る

し
、
教
本
Ａ
号
等
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
時
代
背

景
と
晩
唐
期
の
詩
風
に
つ
い
て
記
す

の
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
晩
唐
期
は
、
武
宗
初
年
の
八
四
一

年
か
ら
、
唐
朝
の
滅
亡
す
る
哀
帝
末

年
の
九
〇
七
年
ま
で
六
代
、
約
六
十

年
間
を
い
う
。
し
か
し
中
唐
か
ら
晩

唐
に
か
け
て
の
移
行
は
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
詩

人
の
生
没
や
詩
風
の
変
遷
が
か
な
り
入
り
く
ん
で
い
る
た
め
で
、
文

宗
（
八
二
七
―
八
四
〇
年
在
位
）
の
こ
ろ
が
両
者
の
交
錯
す
る
時
期

で
あ
る
。　

　
こ
の
時
期
の
最
大
の
特
色
は
、
政
治
の
混
乱
と
詩
人
た
ち
の
政
治

か
ら
の
離
脱
に
見
え
る
。
天
子
は
概
ね
宦か

ん

官が
ん

に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
、

権
力
は
宦
官
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
官
僚
は
進
士
出

身
系
の
挙
子
党
と
貴
族
出
身
系
の
任
子
党
に
分
か
れ
派
閥
争
い
を
激

化
さ
せ
て
い
た
。
又
、
地
方
に
お
い
て
は
藩は

ん

鎮ち
ん

が
小
独
立
国
の
よ
う

に
振
る
舞
い
、
王
朝
は
解
体
寸
前
に
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
混
乱
の
中
に
お
か
れ
た
詩
人
た
ち
は
、
す
で
に
中
唐
の

詩
人
の
よ
う
な
政
治
に
対
す
る
理
想
や
情
熱
を
持
ち
得
な
く
な
っ
て

い
た
。
政
治
や
社
会
に
対
す
る
関
心
は
、
身
の
不
遇
と
あ
い
ま
っ
て

複
雑
に
屈
折
し
て
い
き
、
多
く
は
個
人
的
な
抒
情
の
世
界
に
沈ち

ん

潜せ
ん

し

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
晩
唐
の
代
表
的
な
詩
人
は
、
杜
甫
に
対
し
て
小
杜
と
呼
ば
れ
る
杜

牧
、
温
李
と
併
称
さ
れ
る
温
庭て

い

筠い
ん

と
李
商
隠
の
三
人
で
あ
る
が
、
い

杜甫
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ず
れ
も
官
僚
社
会
で
の
異
端
者
も
し
く
は
脱
落
者
で
あ
っ
た
。

　
杜
牧
は
懐
古
と
風
流
艶
や
か
な
世
界
に
耽ふ

け

り
、
他
の
二
人
は
男
女

の
情
愛
を
耽
美
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
晩
唐
風
の
甘
美
な
官

能
の
世
界
を
う
た
う
詩
境
を
展
開
し
て
い
る
。

　
皮ひ

日じ
つ

休き
ゅ
う

が
黄こ

う

巣そ
う

の
乱
で
反
乱
軍
に
参
加
し
た
よ
う
に
、
政
治
上
の

信
念
は
文
学
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
直
接
行
動
に
よ
っ
て
し
か
表
わ
せ

な
い
暗
黒
の
時
代
と
な
っ
て
唐
は
滅
び
た
。

・
皮
日
休
…
…
晩
唐
の
詩
人
、
文
学
者
。
時
政
を
憤
り
、
生
活
に
苦

し
む
庶
民
を
詩
賦
に
描
い
た
。
の
ち
、
黄
巣
軍
の
翰

林
学
士
と
な
る
。

・
黄
巣
の
乱
… 

唐
末
、
王
仙
芝
の
反
乱
に
呼
応
し
て
黄
巣
が
指
導
し

た
農
民
反
乱
。八
七
五
年
山
東
に
蜂
起
し
、四
川
を
除

く
ほ
ぼ
全
土
に
広
が
る
。
黄
巣
が
帝
位
に
つ
き
国
を

大
斉
と
号
し
た
が
、
内
部
分
裂
に
よ
り
八
八
四
年
鎮

圧
さ
れ
た
。こ
れ
に
よ
り
、唐
朝
の
権
威
は
失
墜
し
た
。

要　
旨

　
う
ぐ
い
す
が
鳴
き
、
花
が
咲
き
、
南
朝
の
名
残
の
寺
が
煙
雨
に
け

ぶ
る
美
し
い
江
南
の
春
景
色
で
あ
る
。

意　
解

　
（
こ
の
あ
た
り
）
見
渡
す
か
ぎ
り
の
一
面
に
鶯
が
さ
え
ず
り
、（
柳
）

の
緑
に
（
花
）
の
紅
の
色
が
映
り
合
っ
て
い
か
に
も
美
し
い
。（
か

な
た
に
）
川
辺
の
村
や
山
ぞ
い
の
町
が
望
ま
れ
、
酒
屋
の
目
印
の
旗

が
風
に
ひ
ら
ひ
ら
揺
れ
て
い
る
。

　
（
思
え
ば
）
南
朝
の
時
代
に
は
（
仏
教
が
栄
え
）
多
く
の
寺
院
が

建
立
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、（
今
も
な
お
）
そ
の
多
く
の
建
物
が
、
煙

る
よ
う
な
春
雨
の
中
に
（
ぼ
ん
や
り
と
）
眺
め
ら
れ
、
遠
い
昔
を
し

の
ば
せ
て
い
る
。

構　
成

　
起
句
＝
作
者
が
た
た
ず
む
辺
の
春
の
風
物
が
描
か
れ
、
広
広
と
し

た
江
南
地
方
を
背
景
に
、
聴
覚
に
お
い
て
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き
声
、
視

覚
に
お
い
て
柳
の
緑
と
、
桃
の
赤
い
色
と
が
と
り
あ
わ
せ
ら
れ
、
季

節
と
場
所
が
表
現
の
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
承
句
＝
は
る
か
な
眺
望
が
展
開
さ
れ
、
遠
い
広
が
り
の
中
に
村
里

が
長の

閑ど

か
な
落
ち
つ
き
を
見
せ
て
、
そ
の
視
野
の
中
に
か
す
か
に
揺

れ
動
く
も
の
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
は
酒
屋
の
旗
じ
る
し
で
、
春

風
に
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
。

　
転
句
＝
前
二
句
の
春
景
色
か
ら
一
転
、
作
者
の
心
に
南
朝
の
こ
ろ

の
仏
教
の
盛
ん
で
あ
っ
た
昔
へ
と
追
憶
が
お
よ
ぶ
。

　
結
句
＝
こ
の
句
で
作
者
の
意
識
は
現
実
に
も
ど
り
、
春
の
風
景
だ

け
で
は
な
く
、
追
憶
と
と
も
に
多
く
の
寺
院
の
堂
塔
が
、
春
の
情
景

を
背
景
と
し
、
春
雨
に
け
ぶ
る
と
い
う
柔
ら
か
な
し
っ
と
り
と
し
た

句
法
で
結
ん
で
い
る
。
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鑑
賞
・
探
究

　
転
句
の
「
四
百
八
十
寺
」
は
多
く
の
寺
と
い
う
意
味
で
実
数
で
は

な
い
。
こ
の
五
字
の
画
数
の
合
計
が
二
十
一
画
で
「
南
朝
」
の
二

字
の
画
数
と
同
数
だ
か
ら
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
偶
然
で
あ

る
ら
し
い
。
ま
た
「
十
」
は
「
ジ
ュ
ウ
」
と
読
む
と
入
声
に
な
り

「
四
百
八
十
寺
」
が
全
部
仄
声
と
な
り
、
絶
句
と
し
て
破
格
に
な
る

の
で
、
沈
と
同
音
に
平
声
で
読
み
、「
シ
ン
」
と
読
み
な
ら
わ
し
て

い
る
。

　
江
南
は
、
揚
子
江
下
流
の
南
岸
の
地
域
で
、
今
の
江
蘇
省
南
部
か

ら
浙
江
省
北
部
に
か
け
て
の
地
方
で
、
江
東
、
江
左
と
も
い
う
。
小

川
が
網
の
目
の
よ
う
に
通
っ
た
水
郷
地
帯
が
広
が
り
、
そ
の
中
に
小

高
い
山
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
。
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
た
風
光
明
媚
な
地
で
、
都
市
は
物
産
の
流
通
す
る
繁
華
の
場

で
あ
っ
た
。

　
作
者
は
多
感
な
青
年
時
代
を
、
官
吏
生
活
の
ふ
り
出
し
と
し
て
こ

の
地
で
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
南
の
風
物
や
追
憶
を
詠
ん
だ
詩

が
多
い
。
こ
の
詩
の
成
立
年
代
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
青
春
期
の

作
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
鮮
や
か
な
美
的
感
覚
と
甘
美
な

感
傷
と
が
詠
み
こ
ま
れ
た
こ
の
詩
は
、
一
見
、
江
南
の
風
物
が
目
に

入
っ
て
く
る
ま
ま
に
並
べ
た
て
た
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
、
い
う
な
ら

ば
叙
景
詩
で
あ
る
。
し
か
し
、
千
里
の
鶯
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
り
、

緑
や
紅
を
見
た
り
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
「
千
里
は
」
十
里
の
誤

り
で
あ
ろ
う
と
か
、
前
半
で
は
晴
れ
て
い
る
の
に
後
半
で
雨
が
降
っ

て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
か
議

論
が
出
て
、
詩
趣
を
こ
わ
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

絶
句
で
あ
っ
て
も
、
眼
前
の

一
時
の
景
を
う
た
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
な
く
、
反
対

に
読
む
側
も
、
晴
れ
て
い
た
の

が
暫
く
し
て
雨
に
変
わ
っ
た
の

だ
と
時
間
の
経
過
を
加
え
て
合

理
的
に
解
釈
す
る
必
要
も
な
い
。

中
唐
の
合
理
性
と
は
異
な
っ
た

美
や
詩
を
手
段
と
し
て
表
現
し
た
の
が
晩
唐
詩
の
特
質
で
あ
ろ
う
。

　
杜
牧
は
こ
の
詩
に
お
い
て
、
江
南
の
春
を
自
然
と
文
物
の
二
点
に

お
き
典
型
化
し
た
の
だ
ろ
う
と
見
た
い
。
江
南
は
、
目
の
と
ど
か
な

い
地
も
総
て
で
鶯
が
鳴
い
て
、
緑
と
花
の
紅
の
美
し
さ
に
つ
つ
ま
れ

て
お
り
、
川
辺
の
村
も
山
ぞ
い
の
町
の
酒
屋
の
旗
が
春
風
に
は
た
め

く
長の

閑ど

か
さ
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
景
色
を
、
聴
覚
と
視
覚
の
両
方

か
ら
詠
み
、
江
南
地
方
特
有
の
陽
光
が
自
然
の
色
彩
に
き
ら
め
く
平

和
な
春
が
一
方
に
あ
る
。
そ
し
て
一
方
に
宋
・
斉
・
梁
・
陳
と
南
京

を
都
に
栄
え
た
南
朝
の
歴
史
と
、
そ
の
名
残
の
文
物
が
あ
る
。
そ
れ

ら
の
春
雨
に
け
ぶ
っ
て
い
る
姿
こ
そ
が
、
懐
古
の
情
を
さ
そ
う
。
い

わ
ば
杜
牧
は
江
南
の
春
を
あ
た
か
も
双
曲
（
起
承
・
転
結
）
の
屏
風

に
描
き
分
け
て
、
抒
情
を
叙
景
の
中
に
同
化
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
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最
後
に
、
服
部
嵐
雪
（
二
六
五
四
―
一
七
〇
四
）
の
句
に
、
こ

の
詩
の
承
句
が
巧
み
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
閉

じ
ま
す
。

「
鯊は

ぜ

釣
る
や　
水
村
山
郭　
酒
旗
の
風
」

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
30
）

『
咸
陽
城
東
樓
』　
　
許
　
渾

　
　
唐
朝
の
滅
亡
を
予
感
し
憂
慮
す

一
上
高
城
萬
里
愁　
一
た
び
高
城
に
上
れ
ば
萬
里
愁
う

蒹
葭
楊
柳
似
汀
洲　
蒹
葭
楊
柳
汀
洲
に
似
た
り

渓
雲
初
起
日
沈
閣　
渓
雲
初
め
て
起
こ
っ
て
日
閣
に
沈
み

山
雨
欲
來
風
満
樓　
山
雨
來
ら
ん
と
欲
し
て
風
樓
に
満
つ

鳥
下
緑
蕪
秦
苑
夕　
鳥
は
緑
蕪
に
下
る
秦
苑
の
夕
べ

蝉
鳴
黄
葉
漢
宮
秋　
蝉
は
黄
葉
に
鳴
く
漢
宮
の
秋

行
人
莫
問
當
年
事　
行
人
問
う
こ
と
莫
れ
當
年
の
事

故
國
東
來
渭
水
流　
故
國
東
來
渭
水
流
る

咸
陽
に
つ
い
て

　
咸
陽
は
戦
国
中
期
時
代
、
孝
公
の
時
に
秦
の
都
と
さ
れ
た
。
そ
の

後
始
皇
帝
は
諸
侯
を
亡
ぼ
す
ご
と
に
そ
の
宮
室
を
拡
大
し
、
宮
殿
の

数
は
二
百
七
十
に
の
ぼ
た
。
し
か
し
秦
が
亡
び
る
と
宮
殿
は
こ
と
ご

と
こ
わ
さ
れ
、
贅
を
尽
く
し
た
阿
房
宮
も
項
羽
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ

れ
、
三
ヶ
月
間
燃
え
続
け
て
灰
燼
に
帰
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

漢
時
代
に
な
る
と
街
を
築
き
な
お
し
渭
城
と
名
付
け
ら
れ
た
。
唐
代

に
は
咸
陽
県
が
置
か
れ
て
い
た
。
現
代
の
咸
陽
は
明
時
代
の
市
街
で

往
古
の
歴
史
を
と
ど
め
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

作
者  

許
渾
に
つ
い
て

　
七
九
一
年
生
ま
れ
、
八
五
四
年
没
。
晩
唐
の
詩
人
で
あ
る
。
字
は

用よ
う

晦か
い

と
い
い
、
江
蘇
省
丹
陽
県
の
人
で
高
宗
の
宰
相
許
圉ぎ

ょ

師し

の
子
孫

に
あ
た
る
。
大
和
六
年
（
八
三
二
）
科
挙
に
合
格
し
て
進
士
と
な
り
、

山
西
省
太
平
の
県
令
（
県
の
長
官
）
と
な
っ
た
が
、
病
気
の
た
め
辞

職
し
た
。
宣
宗
の
大
中
三
年
（
八
四
九
）
潤
州
の
司
馬
か
ら
監
察
御

史
（
検
察
官
、
官
吏
を
取
り
締
ま
る
役
）
に
抜
擢
さ
れ
た
。
更
に
の

ち
、
各
地
の
刺
史
（
州
の
長
官
）
を
歴
任
し
た
が
晩
年
は
郷
里
の
丁て

い

卯ぼ
う

橋
に
あ
っ
た
別
荘
に
隠
棲
し
た
。
特
に
律
詩
が
得
意
で
、
杜
牧
や

韋
荘
ら
に
推
重
さ
れ
た
。

　
自
作
の
近
体
詩
を
自
ら
編
纂
し
た
「
丁
卯
集
」
二
巻
が
あ
る
。

要　
旨

　

こ
の
詩
は
秦
時
代
の
都
、
咸
陽
の
城
樓
に
登
っ
て
故
郷
を
思
い
、

か
つ
て
栄
え
た
秦
、
漢
に
思
い
を
は
せ
、
唐
王
朝
の
行
く
末
を
案
じ

て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。　
（
教
本
Ｂ
そ
の
二
）
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