
陶
淵
明
に
お
け
る

「
夕
暮
れ
の
山
」

陶
謝
明
は
自
主
に
つ
い
て
多
く
の
作
品
で
触
れ
、

一
口
れ
も
亦
一
五
口
が
践
を
愛
す
)
」
(
読
山
海
経
・
其
一
)
と
述
べ
る
様
に
、

分
の
家
に
対
し
て
愛
替
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
綱
引
解
さ
れ
る
。

そ
の
自
主
の
挺
の
表
現
の
中
に
、
自
ら
の
心
境
を
込
め
て
い
る
の
で

{i) 

は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
以
前
、
考
察
を
試
み
た
が
、
「
帰

去
来
仏
門

J

辞
L

、
「
飲
一
前
」
英
五
で
は
、
庭
に
つ
い
て
述
。
へ
、
続
い
て
夕

暮
れ
の
山
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
山
を
縫
か
ら
眺

め
て
い
る
の
後
述
す
る
様
に
、
庭
と
山
と
が
一
体
感
を
持
っ
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
、
こ
う
し
た
山
の
表
現
に
も
何

ら
か
の
意
味
、
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
庭
の
表
現
の
考
察
の

延
長
と
し
て
考
え
た
場
合
、
ど
の
様
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
か

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
試
み
と
し
て
論
じ
て
み
た
い
。

庭
か
ら
眺
め
た
山
の
表
現
に
つ
い
て
「
帰
去
来
今
辞
」
に
は
次
の

の
表
現
に
つ
い
て
の

言式
ミム
再開

増

里子

ヲム

幸

様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
つ

問
問
日
渉
以
成
趣
騒
は
日
に
渉
り
て
以
て
趣
を
成
し

内
雌
設
部
常
関
門
は
設
け
た
り
と
雄
、
も
常
に
関
、
さ
せ
り

策
扶
老
以
流
懇
扶
老
を
策
っ
き
て
以
て
流
憩
し

時
矯
首
布
、
選
観
時
に
首
を
矯
、
げ
て
越
か
に
観
る

雲
無
心
以
出
総
雲
は
無
心
に
し
て
以
て
紬
を
出
で

鳥
倦
飛
市
知
還
鳥
泣
飛
ぶ
に
倦
み
て
還
る
を
知
る

島
尻
殿
硝
磐
以
将
入
国
煮
は
額
融
硝
と
し
て
以
て
将
に
入
ら
ん
と
し

撫
孤
松
市
盤
損
孤
松
を
探
し
て
盤
桓
す

こ
こ
に
揚
、
げ
た
部
分
の
前
で
は
、
彰
沢
の
県
令
を
辞
し
、
十
三
年

に
亙
る
役
人
世
界
と
の
関
わ
り
に
別
れ
を
告
げ
、
本
来
の
望
み
で
あ

っ
た
自
宅
で
の
農
耕
生
活
に
一
民
る
為
、
自
宅
に
帰
り
つ
い
て
門
に
入

っ
た
時
、
庭
の
様
子
が
ご
ニ
径
就
荒
、
松
菊
猶
存
(
一
ニ
径
は
荒
に
就

吋
ど
も
、
松
菊
議
存
す
ご
と
い
う
、
荒
れ
た
中
に
松
と
菊
が
残
っ

て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
と
言
う
。

、もB
，r，sム

/
よ
札
、



以
前
の
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
大
路
、
次
の
様

(2) 

に
述
べ
た
。
右
の
表
現
は
、
本
来
の
志
と
異
な
る
無
理
な
生
活
を
続

け
た
為
に
荒
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
心
を
喰
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
れ
に
続
く
、
こ
こ
に
掲
げ
た
部
分
の
初
め
の
一
句
「
菌
日
渉
以
成

越
」
で
は
、
自
宅
に
戻
っ
て
日
を
過
ご
す
う
ち
に
、
次
第
に
心
が
癒

さ
れ
て
来
る
こ
と
を
、
躍
が
趣
き
探
く
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
表
現
で

比
檎
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ヮ
こ
の
様
な
指
摘
を
行
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
{
艇
を
散
歩
す
る
時
に
山
を
見
る
と
、
鳥
は
ね
ぐ
ら
へ

と
帰
っ
て
行
く
様
子
が
見
え
、
太
陽
は
沈
も
う
と
し
、
自
分
は
一
本

だ
け
生
え
て
い
る
松
を
撫
で
つ
つ
、
そ
の
場
を
立
ち
去
り
難
く
思
う

と
述
べ
て
い
る
。

鳥
が
ね
ぐ
ら
に
帰
る
頃
は
夕
刻
で
あ
り
、
次
の
夕
陽
が
沈
ん
で
ゆ

く
勾
と
は
時
間
的
に
繋
、
が
っ
て
い
る
の
従
っ
て
、
山
が
夕
暮
れ
て
ゆ

く
様
子
を
眺
め
て
い
る
一
訳
、
だ
が
、
そ
の
時
に
、
一
本
だ
け
生
え
て
い

る
松
を
撫
で
て
い
る
。
そ
の
松
に
つ
い
て
は
、
孤
高
を
保
と
う
と
す

る
陶
槻
明
自
身
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
、
呉
師
道
等
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

「
欽
澗
」
社
〈
ヤ
な
に
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

採
菊
東
線
下
菊
を
採
る
東
線
の
下

悠
然
見
前
山
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る

山
気
日
夕
佐
山
気
日
夕
に
佳
く

飛
鳥
相
与
還
飛
鳥
相
与
に
還
る

東
の
離
の
下
で
菊
を
檎
み
、
ゆ
っ
た
り
と
南
山
を
眺
め
る
と
、
山

の
気
配
は
夕
暮
れ
時
に
素
精
し
く
、
飛
ぶ
烏
は
、
山
の
ね
ぐ
ら
へ
と

婦
っ
て
行
く
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
前
の
西
匂
で
は
、
自
分

(
4
)
 

と
俗
世
と
の
関
係
記
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
掲
げ
た
部

分
は
、
告
分
の
家
、
特
に
庭
と
そ
こ
か
ら
の
景
色
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。こ

の
援
を
舞
台
と
し
た
表
現
に
お
い
て
、
ま
ず
菊
が
示
さ
れ
る
が
、

後
述
す
る
如
く
、
菊
は
自
ら
の
高
潔
さ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
陶

梢
明
の
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
菊
を
採
る
」
行
為

が
菊
に
穣
わ
る
伝
承
的
霊
性
を
ァ
身
に
帯
ぴ
ん
と
す
る
行
為
で
あ
る
と

(S} 

考
え
ら
れ
る
ニ
と
は
以
前
に
論
じ
た
事
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
に
し
た

ま
ま
眺
め
る
南
山
に
つ
い
て
は
、
一
ニ
句
に
亙
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

{
帰
去
来
分
辞
」
、
一
飲
縮
」
英
五
い
ず
れ
も
庭
か
ら
山
を
見
る
こ

と
を
一
一
一
一
向
い
、
そ
の
時
間
は
夕
暮
れ
時
で
あ
る
。
そ
の
光
景
に
対
し
、

「
飲
酒
」
其
五
で
は
、
講
を
手
に
し
た
ま
ま
「
山
気
日
夕
佳
」
と
言
い
、

「
婦
去
来
分
辞
」
で
は
「
機
孤
松
市
盤
桓
」
と
、
孤
松
を
撫
で
つ
つ

じ
っ
と
見
入
っ
て
そ
の
場
を
立
ち
去
り
難
く
思
う
と
一
一
一
一
回
い
、
い
ず
れ

思
い
入
れ
を
込
め
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。

め

る

と

次

の

様

に

な

ろ

う

。

山
に
つ
い
て
一
一
一
日
う
。

(2) 

。
庭
で

品

/'>示、



O
山
を
見
な
が
ら
、
松
・
菊
と
い
う
高
潔
さ
の
象
徴
物
と
し
て
扱

わ
れ
る
楠
物
を
手
に
し
て
い
る
。

0
時
間
帯
は
夕
暮
れ
時
で
あ
る
。

。
山
の
ね
ぐ
ら
に
帰
る
鳥
が
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

。
山
を
見
る
こ
と
に
特
別
な
感
懐
を
込
め
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。

前
作
品
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
帰
去
来
分
辞
」
が
作
ら
れ

た
の
は
、
陶
細
川
間
引
が
影
沢
の
県
令
を
辞
し
郷
里
に
戻
っ
た
四
十
て

(
6
)
 

二
歳
の
嘆
で
あ
る
こ
と
は
諸
家
ほ
ぼ
一
致
す
る
所
で
あ
る
が
、
「
飲
酒
」

其
五
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
飲
潜
」
一
一
十
首
が
ま
と
め
ら
れ

た
時
期
、
が
、
「
婦
去
来
今
辞
」
と
同
じ
頃
か
ら
五
十
一
二
歳
頃
と
説
、
が

(7v 

分
か
れ
、
更
に
序
文
に
も
、
折
に
触
れ
て
書
き
つ
け
た
も
の
を
ま
と

〈

8〉

め
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
其
五
が
何
時
作
ら
れ
た
の
か
は
特

定
出
来
な
い
。
従
っ
て
二
作
品
が
問
じ
墳
に
作
ら
れ
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
前
述
の
如
き
共
通
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
「
飲
酒
」
其

五
が
叶
帰
去
来
分
辞
」
よ
り
後
に
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、
役
人
生
活

を
辞
し
た
こ
と
自
体
に
対
す
る
思
い
の
濃
淡
の
差
は
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
帰
郷
後
の
生
活
に
お
け
る
心
境
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
点

は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
作
品
に
お
い
て
、
夕
暮
れ
の
山
に
対
し
て
思
い
入
れ
の
あ

る
こ
と
を
示
す
表
現
が
存
夜
し
て
い
る
こ
と
は
、
夕
暮
れ
の
山
が
何

ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
、
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
の

そ
こ
で
次
輩
で
は
、

て
考
え
て
ゆ
き
た
い
の

「
夕
暮
れ
」
ま
た
は
「
夕
陽
」
に
つ
い

る言

帰
去
来
令
書半

の
タ
践
に
つ
い
て
、
呉
浜
は
次
の
様
に
指
摘
す

間
投
融
槻
二
旬
、
比
一
一
一
日
帰
去
来
之
持
、
年
己
老
失
。

(
民
間
公
務
の
二
句
、
比
れ
帰
去
来
の
時
、
年
己
に
老
ゆ
る
を
4

一一回ふ)

こ
こ
で
は
、
夕
暮
れ
の
表
現
が
、
陶
猟
明
自
身
の
老
い
を
示
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
の
で
あ
る
が
、
他
の
作
品
に
も
同
様
の
例

が
見
ら
れ
る
。

「
栄
木
」
に
は
、
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

農
耀
其
華
農
に
は
其
の
華
を
耀
か
す
も

タ
巴
喪
之
タ
に
は
巴
に
之
を
喪
ふ

人
生
若
寄
人
生
寄
の
若
く

穀
類
有
時
綴
額
持
有
り

こ
こ
で
は
、
木
穫
の
花
が
朝
に
は
美
し
く
咲
く
が
、
夕
暮
れ
に
は

凋
ん
で
美
し
さ
が
無
く
な
る
と
同
じ
く
、
人
生
も
仮
の
宿
り
で
、
や

が
て
老
い
衰
え
る
の
だ
と
一
一
一
一
向
う
。
朝
は
若
く
滋
剰
と
し
た
時
期
、
夕

暮
れ
は
老
い
衰
え
る
一
時
期
と
認
識
し
て
い
る
と
言
え
る
。

(3) 



「
雑
詩
」
拡
ハ
一
に
も
、
次
の
様
に
一
一
一
一
向
う
。

議
年
不
重
来
礎
年
議
ね
て
は
来
た
ら
ず

一
日
難
再
農
…
日
再
震
な
り
難
し

若
く
盛
ん
な
時
が
二
度
は
来
な
い
の
は
、
日
で
二
度
朝
が
や
っ

て
来
な
い
の
と
閉
じ
で
あ
る
と
一
言
う
が
、
こ
こ
に
は
夕
暮
れ
が
老
年

で
あ
る
と
の
認
識
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
同
様
の
発
想
を
持
つ

も
の
で
あ
る
つ

に
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

悲
農
犠
之
易
タ
農
犠
の
タ
れ
易
き
を
悲
し
み

感
人
生
之
一
長
勤
人
生
の
一
長
勤
な
る
を
感
ず

間
二
爪
於

5
年
間
…
に
百
年
に
尽
く
る
に

何
歓
務
部
愁
殿
何
ぞ
歓
び
a

築
く
し
て
愁
ひ
段
き
や

こ
ニ
で
は
、
人
の
一
生
は
短
い
の
に
苦
し
み
ば
か
り
が
多
い
こ
と

を
嘆
い
て
い
る
が
、
朝
日
が
す
ぐ
に
夕
暮
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
表
現
で
、
人
も
若
い
頃
か
ら
す
ぐ
に
老
境
に
入
る
こ
と
を
述
べ
、

夕
暮
れ
が
人
の
老
い
を
ぷ
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
令

こ
う
し
た
、
夕
暮
れ
が
人
生
の
者
年
に
主
た
る
と
の
認
識
辻
、
司
楚

辞
b

に
見
え
る
、
「
遅
暮
」
の
語
、
が
年
を
と
る
こ
と
を
示
す
言
葉
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
占
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

内
総
比
辞
』
離
騒
に
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

草
木
の
零
落
を
惟
ひ

恐
美
人
之
遅
暮

〔
王
逸
注
〕

君
不
建
立
道
徳
、
挙
賢
用
能
、
山
知
年
老
雲
娩
暮
布
功
不
成
、
事

不
遂
也
。

(
君
道
徳
を
建
立
し
、
賢
を
挙
げ
能
を
用
ひ
ざ
れ
ば
、
別
ち

老
議
晩
暮
に
し
て
功
成
ら
ず
、
事
遂
げ
ず
)

こ
こ
で
は
、
主
逸
の
注
に
よ
れ
ば
、
君
主
が
正
し
い
政
治
を
行
わ

ね
ば
、
年
老
い
て
晩
年
と
な
っ
て
も
功
績
が
あ
が
ら
な
い
こ
と
を
言

う
の
だ
が
、
「
遅
暮
」
は
王
注
に
も
「
老
輩
娩
暮
」
と
説
明
す
る
如
く
、

入
の
老
い
を
夕
暮
れ
と
同
様
に
認
識
す
る
語
で
あ
る
。

閉
じ
く
「
離
騒
」
に
次
の
様
に
あ
る
。

日
忽
忽
英
将
暮
日
は
忽
忽
と
し
て
其
れ
将
に
暮
れ
ん
と
す

美
人
の
遅
暮
を
恐
る

(4) 

年
歳
旦
尽
。
一
一
一
一
口
己
表
老
也
c

(
自
は
又
忽
と
し
り
、
時
に
将
に
暮
れ
ん
と
し
、

旦
に
尽
き
ん
と
、
ず
と
の
表
老
せ
る
を
一
一
一
一
?
と

こ
こ
で
段
、
日
が
恕
ち
に
暮
れ
る
こ
と
で
、
一
土
逸
に
よ
れ
ば
、
自

分
が
老
い
衰
え
ス
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
や

に
見
え
粧
を
れ
の
表
現
に
つ
い
て
、
森
博
行
は
、
太
陽

を
表
わ
す
発
想
の
淵
源
が
『
楚
辞
』
に
あ
る

こ
と
は
老
い
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
と
述
べ

σ3 シ」
i
レ、

日
が
践



(
均
}

て
い
る
の

こ
う
し
た
用
例
は
、
陶
¥
淵
明
に
近
い
時
代
の
他
の
作
品
に
も
見
ら

れ
る
。貌

の
謬
擦
の

「
挽
歌
詩
」
に
は
次
の
様
に

朝
に
高
堂
の
上
を
発
し

暮
れ
に
黄
泉
の
下
に
宿
す

白
日
入
藤
一
端
白
出
虞
淵
に
入
り

懸
車
患
拠
馬
車
を
懸
け
て
糊
馬
を
患
は
し
む

死
ぬ
こ
と
は
あ
た
か
も
誌
の
没
す
る
地
で
あ
る
虞
搬
に
太
陽
が
沈

む
如
く
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
人
の
死
を
夕
陽
、
が
沈
む
こ
と
に
轍
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
貌
の
玩
籍
の
吋
詠
懐
」
其
四
に
は
次
の
様
に

靭
為
城
少
年
朝
に
は
婚
し
き
少
年
為
れ
ど
も

夕
暮
成
醜
老
夕
暮
に
は
醜
老
と
成
る

歳
月
は
止
ま
る
こ
と
無
く
、
朝
に
は
美
し
い
少
年
が
、
夕
暮
れ
に

は
醜
い
老
人
に
な
る
と
一
一
一
日
い
、
老
い
と
夕
暮
れ
と
を
同
様
な
事
と
し

て
捉
え
て
い
る
。

高
普
で
は
、
健
機
の
「
予
意
行
」
に
次
の
様
に
一
一
一
一
向
う
。

寄
世
将
幾
間
世
に
寄
る
こ
と
を
将
た
幾
何
ぞ

向
田
氏
無
停
陰
日
庚
き
て
陰
、
を
停
む
る
無
し

こ
の
世
に
寄
寓
一
す
る
の
は
短
い
簡
で
あ
り
、

日
は
傾
い
て
陰
を
止

め
る
こ
と
も
無
い
と
し
て
、
老
い
に
向
か
う
こ
と
を
日
が
傾
く
と
い

う
表
現
で
表
し
て
い
る
。

の
{
護
贈
躍
議
」
に
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

功
業
未
友
建
未
だ
建
つ
る
に
及
ば
ざ
る
に

タ
揚
忽
間
流
夕
陽
忽
と
し
て
西
流
す

普
抑
制
復
興
の
夢
が
ま
だ
達
成
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
自
分
は
早
く
も

老
い
て
し
ま
ウ
た
と
言
う
が
、
こ
こ
で
も
老
い
る
こ
と
を
夕
陽
に

喰
え
て
い
る
の
で
あ
る
の

以
土
の
如
く
、
司
楚
辞
』
に
由
来
す
る
夕
暮
れ
や
夕
陽
を
人
の
老

い
の
比
鳴
と
す
る
流
れ
は
、
森
博
行
も
貌
晋
の
「
夕
陽
」
は
楚
辞
的

{
H
H
)
 

観
念
か
ら
余
り
脱
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
如
く
、
六
朝
に
な
っ
て

ω

も
引
き
継
が
れ
、
関
掛
明
も
ま
た
、
そ
の
様
な
表
現
の
流
れ
の
中
で
、

夕
暮
れ
や
夕
陽
を
老
い
を
示
す
比
喰
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

i首i
じ

ま
た
「
山
を
見
る
」

「
悠
然
見
南
山
」

表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

に
つ
い
て
蘇
載
は
次
の
様
に

次
に
{
山
」

「
飲
、
橋
」
其
五
の

述
べ
て
い
る
。

因
採
菊
雨
見
山
、
境
与
意
会
、
此
匂
最
有
妙
処
。

望
薦
出
、
則
此
一
策
神
気
都
索
然
失
。

(
菊
を
採
る
に
国
り
て
山
を
見
る
に
、

近
歳
俗
本
皆
作

境
と
意
と
会
す
る
は
、



然
全
体
を
指
す
」
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
の
詩
の
後
の
部
分
に

「
守
一
部
帰
額
出
(
拙
を
守
り
て
間
関
に
滞
る
ご
と
い
う
表
現
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
俗
世
か
ら
離
れ
て
帰
穏
し
た
い
と
の
気
持
ち
を
、

山
に
託
し
て
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
言
葉
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ

う
っ
後
述
の
如
く
、
山
は
当
時
、
隠
棲
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
山
は
自
ら
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
山
を
見
る
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
自
分
の
心
構

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
陶
淵
明
が
山
を
見
て
い
る
場
所
は
、
陶
槻
明
の
自
宅
の

庭
で
あ
る
。
こ
の
庭
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
論
じ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
論
誌
の
関
係
で
そ
の
意
味
に
つ
い
て
簡
略
に
示
し
て
お
き
た
い
。
山
間

帰
穏
後
、
自
宅
に
一
決
り
射
耕
生
活
を
す
る
陶
淵
明
は
家
に
つ
い
て

「
帰
去
来
令
解
'
一
の
中
で
次
の
様
に
述
べ
る
。

門
錐
設
而
常
関
門
は
設
け
た
り
と
雌
も
常
に
関
ざ
せ
り

こ
の
様
に
自
宅
の
問
は
い
つ
も
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
こ
の
閉
じ
ら

れ
た
門
と
内
部
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

倉

自

由

自

に

荊

躍

を

掩

ぢ

比
の
句
の
最
も
妙
有
る
処
な
り
。
近
歳
の
俗
本
皆
南
山
を
望
む

に
作
る
は
、
剣
ち
此
の
一
篇
の
神
気
都
て
索
然
た
り
)

こ
こ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に
「
見
」
を
「
望
ご
と
す
る
も
の
が
あ
る

こ
と
に
関
わ
っ
て
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
山
を
意
図
的
に
「
望
」

ん
だ
の
で
は
無
く
、
偶
然
「
見
」
え
て
、
そ
の
様
子
が
心
情
と
合
致

し
た
と
す
る
方
が
良
い
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
様
な
見
方
は
、
例
え

ば
陶
樹
や
近
年
の
李
前
程
の
所
説
等
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
の

こ
の
見
解
に
基
づ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
後
述
す
る
如
く
俗
世
と

の
境
界
を
示
す
「
擁
い
を
詠
ず
る
こ
と
で
、
告
分
の
い
る
庭
が
得
世

と
は
問
列
な
っ
た
清
浄
な
一
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
庭
で
自
ら

の
高
潔
さ
を
象
徴
す
る
比
轍
物
と
し
て
そ
の
菊
を
摘
ん
で
手
に
持
つ

表
現
が
な
さ
れ
た
後
に
、
山
を
見
て
「
山
気
日
夕
侍
」
と
夕
暮
れ
の

山
の
素
晴
し
さ
を
言
う
点
か
ら
、
高
潔
さ
を
意
識
し
つ
つ
南
山
を
見

る
と
、
そ
の
精
神
と
山
の
様
子
が
致
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
出
来

ト

J?
っ。

て
性少いさ
本る ら
愛適のに
丘13 俗

¥ iJj 韻 j糊
司自
i明
司
身

で
次
の
様
に
述
べ

J主

少
く
し
て
俗
に
適
ふ
韻
無
く

性
本
郎
山
を
愛
す

つ

の

を
「
自

で
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
こ
の

し



こ
こ
で

〉

、
展
開
か
ら
際
じ
ら
れ
た
門
の
内
部
は
、
保
鹿

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

の
汚
れ
の
無
い

に
も
次
の
織
に
一
一
一
時
う
の
で
あ
る
の

み

こ
の
様
に
、
都
世
は
歩
か
ず
、

く
の
だ
と
述
べ
る
の
胸
淵
明
に
と
っ
て
、

と
縞
絶
さ
れ
た
滑
ら
か
な
場
所
で
、
自
ら

場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
そ
こ
に
い

身
、
も
俗
世
間
と
の
燃
が
り
を
断
っ
て
高
潔
な
精
神
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
庭
に
あ
る
植
物
と
し
て
複
数
の
作
品
に
瓦
っ
て
示

さ
れ
て
い
る
の
は
、
菊
・
松
・
繍
と
い
う
、
人
格
の
高
潔
さ
を
象
徴

的
に
述
パ
る
た
め
の
植
物
で
あ
り
、
陶
淵
関
自
身
の
高
潔
さ
を
、
こ

れ
ら
の
庭
の
摘
物
に
よ
っ
て
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
事
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
庭
の
中
か
ら
山

を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
飲
摺
」
英
五
の
「
採
菊

i
南
山
」
の

二
匂
で
一
一
一
一
問
え
ば
、
ま
ず
、
区
切
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ

け
る
諾
と
し
て
、
境
界
を
示
す
「
離
」
が
一
が
さ
れ
、
そ
の
内
側
に
咲

く
菊
が
あ
り
、
そ
れ
を
摘
む
こ
と
で
俗
壊
の
汚
れ
の
無
い
場
所
に
い

る
高
潔
な
自
分
の
姿
を
示
し
、
次
の
匂
で
山
を
眺
め
る
の
で
あ
る
。

の
中
の
み
を
歩

っ
て
都
世

に
叶
つ

斯
波
ム
ハ
郎
は
、
帰
山
の
タ
訣
色
を
眺
め
る
こ
と
で
自
分
の
心
に
喰

い
こ
ん
で
ゆ
く
気
持
ち
を
表
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
掛
明
と
南

山
が
一
一
体
と
な
る
境
地
を
述
べ
、
南
山
と
融
合
し
て
い
て
も
、
そ
れ

は
自
己
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
り
、
南
山
を
自
分
の
影
と
し
て
見
て
い

る
と
し
、
斉
益
寿
も
、
南
山
は
陶
出
明
の
生
命
と
一
体
を
な
し
、
南

(

刊

日

)

山
を
見
る
こ
と
は
陶
淵
閥
的
自
身
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(

川

間

}

(

川

ω)

小
尾
郊
一
や
奉
文
初
に
よ
れ
ば
、
山
は
隠
棲
の
場
所
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
強
く
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

総
楼
の
場
と
し
て
の
自
宅
と
山
と
に
一
体
感
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、

こ
の
様
に
庭
と
山
と
が
連
続
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
山
を
見
る
」
と
い
う
表
現
は
、
陶
州
内
明
自
身
に
連
な
る
表
現
で

あ
り
、
自
己
の
投
影
と
し
て
の
山
を
見
る
こ
と
で
、
山
と
自
分
の
志

ま
た
生
活
の
あ
り
方
と
を
重
ね
て
い
る
と
一
蓄
え
よ
う
。
そ
の
様
に
考

え
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
、
離
の
中
で
菊
を
採
る
と
い
う
自
ら
の

高
潔
さ
を
示
そ
う
と
す
る
表
現
と
、
自
ら
の
隠
棲
の
志
を
述
べ
よ
う

と
す
る
山
を
見
る
表
現
と
の
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
と
一
一
一
一
問
え
る

で
あ
ろ
う
。

(7) 

こ
の
様
に
、
梅
淵
明
に
お
け
る
「
山
を
眺
め
る
」
行
為
は
、
自
ら

の
穏
壌
の
志
を
山
に
よ
っ
て
不
そ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ

伊
丹
J
O陶

淵
明
自
身
の
終
世
に
お
け
る
生
活
に
お
い
て
、
自
ら
が
居
住
す



る
地
が
ど
の

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

に
も
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

躍
を
結
び
て
人
境
に
在
り

而
も
車
馬
の
喧
し
き
無
し

君
に
問
ふ
何
ぞ
能
く
爾
る
と

心
遠
け
れ
ば
地
自
ら
偏
な
り

し
な
が
ら
も
、

「
飲
酒
」

いにそ
るなのイ谷心聞
のり俗世迷君

、1貨の地何
の中 IrJ能

偏爾

る
土
地
の

辺
部
な
場
所
の
如
く

っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て

さ
わ
し
い
場
所
は
山
中
と

詩
中
に
「
偏
」
の
諾
が
使

わ
れ
て
い
る
意
味
は
、
自
分
が
俗
世
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
暮
ら
す

あ

た

の

と

同

様

の

意

味

を

持

っ

と

σ〉

(j) の
こ
の

そ
し
て
、
叶
飲
湖
」

に
お
い
て

見
え
る

h
A

の

。〉

の当
かた
とりで、し、

っ
て
い
る

い
で
あ
ろ
う
。

夕
暮
れ
に
つ
い
て
お
い
て
述
べ
た
様
に
老
い
を
示
す
比

輸
と
し
て
、
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
表
現
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ

の
二
例
に
お
吋
る
夕
暮
れ
の
表
現
も
、
こ
う
し
た
認
識
で
用
い
ら
れ

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

の

で

で

は

、

そ

の

点

に
つ
い
て
考
え
て
い
っ

ろ
?
?
か
。

自

絢
猟
明
白
身
は
、
自
ら
の
老
い
を
感
ず
る
年
齢
に
つ
い
て
、
ど
の

べ
て
い
る
の

は
、
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

月
推
選
、
己
復
九
夏
。
総
角
関
道
、
自
首
無
成
。

い
ん
と
す
る
を
念
ふ
な
り
。
日
月
推
選
し
、

に

し

て

道

を

開

く

も

、

し

て

成

栄
木る

鉱
山
し
)

(8) 

で、

老
い
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
感
壊
を
述
べ
た
も
の

の
頃
と
な
っ
て
も
何
も
大
成

斯
不
足

し
て
い
な
い

の
後
半
部
分
に
は

(
四
十
に
し
て
簡

と
あ
り
、

と
が

れ
た
も
の
で
あ
る
こ

老
い
の
査
る
頃
と
の
認
識

が
あ
っ
た

る



ま
た
、

り
孤
介
を
抱
き

幼
小
よ
り
孤
高
を
守
り
、
た
ち
ま
ち

ぎ

日

開

コ

司

、

K
司
'
h
p
e
ト

」

匹

、

〉

古

"

ス
小
行
刀
必
削
川
ね
!
仁
村
し
/
♂

dAV
マ、

は
四
十
凶
識
の
時
の
作
で
、

れ
ら
れ
て
い
る
。

形
拙
一
強
化
往

で

の
一
様
に
述
べ
て
い
る
。

形
迫
化
に
潜
り
て
往
く
も

肉
体
は
褒

こ
こ
で
も
肉
体
的
な
老
い
に
つ
い
て
触

は
]りと
び〉

様

述
ノ¥

γ ら」れ

て

る

。コ

耳
を
掩
ひ

の
事
を
親
ら
せ
ん
と
は

っ
た
自

う

が

、

五

て

い

る

。

伺

じ

頃

の

作

と

思

わ

れ

る

其

七

で

も

、

髪

が

白

く

な

っ

て

し
ま
っ
て
は
、
仮
の
指
り
で
あ
る
こ
の
世
を
去
る
日
も
近
い
と
述
べ

(
引
)

て
お
り
、

も
、
子
へ
の

し
て
五

の
で
あ
る
。

。〉

、
臼
一
H
H
3
7
u
j

Mm謝
山
間
関
門
♂
バ
V

四
十
歳
に
近
い
頃
か
ら
老
い
を
意

い
た
と
の

を
持
っ
て
い

} 

、恥4ゐ

る
と
一
一
一
一
悶
え
よ
う
。

五

以
上
の
様
な
老
い
に
対
す
る
認
識
に
基
づ
い
て

に

つ

い

い

の

「
夕
暮
れ
の
山
」

て

i沼

は
帰
隠
後
の
作
品
で
あ
り
、
即
ち
、

の
作
で
あ
る
。
先
程
見
た
如
く
、
そ
の
頃
に
は

意
識
し
た
作
品
が
官
官
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二

は
、
陶
淵
明
の
、
俗
世
と
の
関
係
を
絶
ち
切

の
で
あ
り
、
山
が
陶
淵
明
と

(告)

陶
淵
明
白
身
が
者
い

。〉

化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
山
の
一
詠
ぜ
ら
れ
る
時
間
は
ニ
作
品
共
夕
暮
れ
時
で
あ
る
。
タ

れ
時
は
、
老
い
を
示
す
比
轍
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
陶
淵
間
関
に
と
っ
て
、
老
い
を
意
識
し
始
め
る
年
齢
は
四
十
歳

頃
、
頂
度
、
役
人
生
活
を
辞
し
て
郷
里
に
戻
っ
た
頃
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
事
か
ら
、
二
作
品
に
お
い
て
、
自
ら
の
志
を
一
か
す
山
が

詠
じ
ら
れ
る
時
間
帯
が
夕
暮
れ
時
で
あ
る
の
は
、
郷
里
に

|烹j

っ
て
自



ハ
刀
の
願
い
通
り
の
生
活
を
し
て
い
る
自
ら
の
年
齢
を
示
そ
う
、
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
自
分
の
志
に
叶
っ
た
生
活
が
、
人
生
の
夕
暮
れ
時

に
な
っ
て
か
ら
行
え
る
様
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
か

に
お
い
て
は
、
夕
暮
れ
の
山
を
眺
め
な
が
ら
、

の
松
を
械
で
て
そ
こ
か
ら
立
ち
去
り
難
い
と
感
じ
る
と
述

べ
る
こ
と
は
、
次
の
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
っ
役
人
世
界
と
関
わ
り
の

あ
っ
た
二
十
九
歳
か
ら
朗
十
一
歳
巡
の
期
滞
の
心
情
、
そ
れ
は
、
こ

の
作
品
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
自
以
心
為
形
役
(
告
ら
心
を
以
て

形
の
役
!
と
為
す
ご
別
ち
、
牛
一
括
の
為
、
自
分
の
本
来
の
志
を
曲
げ

て
肉
体
の
下
僕
と
し
て
い
た
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状

態
か
ら
解
放
さ
れ
、
本
来
の
忠
に
叶
っ
た
生
活
に
四
十
…
歳
以
降
入

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
人
生
で
言
え
ば
夕
暮
れ
の
時
で
あ
り
、
太
陽
が

次
第
に
沈
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
、
次
第
に
自
分
の
寿
命
が
尽
き
て
ゆ
く

こ
と
を
一
析
し
て
い
る
つ
そ
の
時
、
自
ら
の
高
潔
さ
を
示
す
庭
の
…

本
の
松
を
撫
で
て
そ
の
場
を
立
ち
去
り
難
く
思
う
と
述
べ
る
こ
と
で
、

「
欽
潤
い
其
問
に
お
い
て
、
自
分
を
比
愉
的
に
示
す
島
一
が
一
本
だ
け

生
え
て
い
る
松
に
身
を
帯
せ
て
生
渡
離
れ
な
い
と
述
べ
る
こ
と
と
問

(
出
}

じ
く
、
以
前
の
様
な
俗
世
と
の
関
わ
り
を
持
つ
生
活
に
一
決
る
こ
と
は

無
く
、
の
尽
き
る
迄
、
自
ら
の
忠
に
叶
っ
た
こ
の
生
活
を
続
パ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
の

る
の
だ
と
い

「
飲
酒
」
に
お
い
て
は
、
庭
の
菊
を
摘
ん
で
手
に
し
な
が
ら
山

を
見
て
い
る
。
そ
の
山
の
気
配
は
夕
暮
れ
時
に
素
晴
ら
し
い
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
事
は
、
俗
世
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
高
潔
に
生
き

よ
う
と
す
る
自
ら
の
理
想
に
合
っ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
、
人
生
で

一
一
一
一
問
う
な
ら
ば
夕
暮
れ
特
に
当
た
る
今
現
在
が
、
大
変
充
実
し
素
晴
ら

し
い
も
の
で
あ
る
と
の
実
感
を
、
山
の
夕
景
色
が
美
し
い
と
い
う
こ

と
に
託
し
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
様
に
、
二
作
品
乙
お
い
て
、
夕
暮
れ
時
の
山
が
詠
じ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
人
生
の
後
半
に
入
っ
て
、
や
っ
と
自
分
の
納
得
出
来
る

生
き
方
に
戻
る
こ
と
が
出
来
た
素
晴
ら
し
さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

様
に
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
飲
酒
」
其
五
で
は
、
山
の
表
現
は
自
黙
を
示
す
も
の
で
、
そ
の

自
然
と
一
体
と
な
っ
て
生
き
る
白
素
晴
ら
し
さ
を
述
べ
て
い
る
と
説
明

さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
確
か
に
、
そ
の
解
釈
は
そ
れ
に
続
く
二
句
「
此

三
一
一
同
(
此
の
中
に
真
意
有
り
、
弁
ぜ
ん
と
欲
し

の
理
解
に
お
い
て
、
よ
り
深
味
を
持
た
せ
る

は
、
庭
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
を
探

で
、
そ
れ
と
…
体
感
を
持
っ
て
不
さ
れ
て

の
山
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て

ら
考
え
た
場
合
は
、
こ
こ
で
述
べ

る
の
で
あ
る
つ

(10) 
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(
1
〉
拙
一
稿
「
陶
淵
間
切
に
お
け
る
庭
の
表
現
に
つ
い
て
」

漢
文
教
育
b

第
一
二
十
五
日
参
照
。

(
2
)
前
掲

(
1
)
論
文
。

(

3

)

(

中
略
)
皆

所
政
〉
〉
。

(
刊
新
し
い
漢
字

呉
師
道

(
A
午
前
開
句
の

(
5
)
前
掲

(
1
)
論
文
。

(
6
)
他
に
山
政
行
滞
等
、
絢
淵
明
い
時
抑
制
と
捉
え
、
畑
町

令
を
辞
し
「
帰
去
来
サ
辞
」
を
作
っ
た
の
は
十
四
識
の
時
と
す
る

説
も
あ
る
(
哀
行
掃
著
『
陶
淵
明
集
譲
注
』
〈
中
襲
警
局
、
二

O
O三

年
v

八
五
七

1
八
五
八
貰
)
が
、
本
稿
で
は
大
方
の
見
解
に
従
っ
て

お
く
。

(
7
)

「
飲
概
」

…
意
参
照
。

十
九
歳
か
ら

工
比
は
「
陶
淵

(

『

陶

淵

明

集

』

九

八

七

〉

)

に

お

い

て

、

其

十

九

に

Z
K時
{
と
あ
り
「
亭
亭
復
一
紀
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
プ
紀
」
を
十
年
と
し
て
、
三
十
九
歳
と
す
る
、
が
、

通
例
と
し
て
ゴ
紀
」
は
十
二
年
で
あ
り
、
や
は
り
四
十
一
競
以
降

の
成
立
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
 

(
9
)
 

十
首
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、、，ノ

汁

V

巻

十

一

『

一

階

下
冊
〈
中
筆
書
馬
、
一
一

O
O四
年
〉
所
引
参
照
)
。

心
お
け
る
一
夕
日
」
に
つ
い
て
い
南
中
国
文

11 

森
氏
!~iJ 

掲十
(五

議 13τ
巻
之 論

文
っ

(
日
)

(
は
)
「
桟
析
陶
淵
明
(
『
中
華
文
史
論
叢
』
六
十
九
〉
。

(
日
)
例
え
ば
、
一
糸
、
は
ご
江
山
指
大
自
然
」
と
す
る
(
叫
胸
淵
明
集
訳
注
b

九
九
六
年
〉
五
十
六
頁
〉
。

(
凶
)

(
打
)六

三
一
員
。

(
国
)
「
論
網
棚
明
的
内
在
世
界
」
(
『
中
国
古
典
文
学
研
究
叢
利

部
(
一
)
』
〈
医
流
問
書
公
司
、
一
九
七
七
年
〉
)
。

(
ゆ
)
土
ハ
朝
文
学
に
現
は
れ
た
山
水
観
」
(
吋
中
国
文
学
報
』
八
)
。

(
却
)
事
文
初
ぷ
中
間
山
水
詩
史
》
導
論
」
司
監
南
学
報
(
哲
学
社
会
科

学
)
b

ア
九
一
九

O
年
第
二
期
)
。

(
幻
)
弱
繋
与
連
山
玄
蜜
早
巴
白
、
(
中
路
)
{
一
本
為
逆
旅
A
一
口
、
我
如
当
去
客
。

(
幻
)
摘
槽
失
筆
ん
(
中
略
)
悶
値
孤
生
松
、
敢
闘
遥
来
帰
、
(
'
中
略
)

託
身
巳
得
所
、

詩
歌
之

(11) 

(
大
妻
女
子
大
学
)


