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は
じ
め
に

　
「
春
風
江
上
路
」
と
は
明
の
高
啓
（
一
三
三
二
〜
一
三
七
〇
）
の
詠
っ
た
「
尋

胡
隠
君
＝
胡
隠
君
を
尋
ぬ
」
と
題
す
る
五
言
絶
句
の
転
句
で
あ
る
が
、
こ
の
句
の

「
江
上
の
路
」の「
上
」を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
あ
る
か
、久
し
く
迷
っ
て
い
た
。

暫
く
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
時
を
費
や
し
て
い

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
承
句
の
「
看
花
」
の
「
花
」
は
ど
ん
な
花
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
時
間
を
経
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
「
上
」
と
「
花
」
の
二
点
に
つ
い
て
、
諸
家
の
解
釈
し
た
書
籍
を

拠
り
所
に
し
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　

一
、
諸
家
の
訳
し
方
は

　

初
め
に
、
高
啓
の
「
尋
胡
隠
君
」
詩
を
掲
載
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　

尋
胡
隠
君
（
胡
隠
君
を
尋
ぬ
）

　
　
　

渡
水
復
渡
水　
　
　
　

水
を
渡
り
復
た
水
を
渡
る

　
　
　

看
花
還
看
花　
　
　
　

花
を
看
還
た
花
を
看
る

　
　
　

春
風
江
上
路　
　
　
　

春
風
江
上
の
路

　
　
　

不
覚
到
君
家　
　
　
　

覚
え
ず
君
が
家
に
到
る

（
五
言
絶
句
・
下
平
声
六
麻
の
韻
）

　

先
ず
は
諸
家
の
著
し
た
書
籍
を
発
行
順
に
並
べ
、
そ
の
解
釈
を
掲
載
し
て
お
き

た
い
。
で
は
、
初
め
に
、
内
田
泉
之
助
博
士
の
『
漢
詩
百
選
』（
明
治
書
院
・
一

九
六
二
年
六
月
発
行
）
に
は
、

　
　
　

１ 

幾
た
び
か
川
を
渡
り
次
々
と
花
を
見
な
が
ら
、
春
風
の
そ
よ
ぐ
水
辺
の

路
を
た
ど
る
う
ち
に
、い
つ
と
は
知
ら
ず
、君
が
家
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

　

と
訳
し
て
い
る
。
続
い
て
、
前
野
直
彬
・
石
川
忠
久
編
『
漢
詩
の
解
釈
と
鑑
賞

事
典
』（
旺
文
社
・
一
九
七
九
年
三
月
発
行
）
で
は
、

　
　
　

２
川
を
渡
り
、
ま
た
川
を
渡
り
、

　
　
　
　

花
を
見
、
ま
た
花
を
見
な
が
ら
、

　
　
　
　

春
風
の
吹
く
川
沿
い
の
路
を
、　　

　
　
　
　

い
つ
の
ま
に
や
ら
君
の
家
に
来
て
し
ま
っ
た
。

　

と
あ
り
、
松
枝
茂
夫
編
『
中
国
名
詩
選　

下
』（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
六
年
十

月
発
行
）
に
は
、

　　
　
　

３ 

水
を
渡
り
、
ま
た
水
を
渡
り
、
花
を
な
が
め
、
さ
ら
に
花
を
な
が
め
、

春
風
に
ふ
か
れ
つ
つ
河
沿
い
の
路
を
行
っ
た
ら
、
い
つ
の
ま
か
あ
な
た

の
お
宅
に
着
い
て
い
ま
し
た
。

高
啓
「
尋
胡
隠
君
」
詩
小
考

―
「
春
風
江
上
路
」
「
上
」

「
看
花
」
「
花
」
解
釈

―

渡　
　

部　
　

英　
　

喜
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と
あ
り
、拙
著『
長
江
漢
詩
紀
行
』（
昭
和
堂
・
一
九
八
六
年
十
二
月
発
行
）で
は
、

　
　
　

４
川
を
渡
り　

ま
た　

川
を
渡
る

　
　
　
　

花
を
眺
め　

ま
た　

花
を
眺
め
る

　
　
　
　

春
風
の　

そ
よ
ふ
く
川
ぞ
い
の
道

　
　
　
　

い
つ
の
ま
に
か　

き
み
の
家
に　

到
る

　

と
訳
し
た
。『
研
究
資
料
漢
文
学
５　

詩
３
』（
明
治
書
院
・
一
九
九
三
年
一
月

発
行
）
で
、
宇
野
直
人
氏
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　
　
　

５
川
を
渡
り
、
ま
た
川
を
渡
り
、

　
　
　
　

花
を
見
、
ま
た
花
を
見
て
、

　
　
　
　

春
風
の
吹
く
川
ぞ
い
の
路
を
歩
く
う
ち
、

　
　
　
　

い
つ
の
間
に
か
あ
な
た
の
家
に
つ
い
た
。　

　

と
あ
り
、拙
著『
漢
詩
百
人
一
首
』（
新
潮
選
書
・
一
九
九
五
年
四
月
発
行
）に
は
、

　
　
　

６ 

川
を
渡
り
、ま
た
川
を
渡
る
。花
を
見
な
が
ら
、さ
ら
に
ま
た
花
を
見
る
。

　
　
　
　

春
風
が
そ
よ
ぐ
川
べ
り
の
道
を
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、い
つ
の
ま
に
か
、

　
　
　
　

君
の
家
に
た
ど
り
着
い
て
し
ま
っ
た
。

　

と
解
釈
し
て
い
る
。
次
に
、
石
川
忠
久
先
生
の
『
春
の
詩
一
〇
〇
選
』（
日
本

放
送
出
版
協
会
・
一
九
九
六
年
三
月
発
行
）
に
は
、

　
　
　

７
川
を
渡
り
、
ま
た
川
を
渡
り
、

　
　
　
　

花
を
見
、
ま
た
花
を
見
て
、

　
　
　
　

春
風
そ
よ
ぐ
川
ぞ
い
の
路
を
歩
く
う
ち
、　

　
　
　
　

い
つ
の
間
に
か
、
あ
な
た
の
家
に
つ
き
ま
し
た
。

　

と
あ
る
。
次
い
で
、志
賀
一
朗
先
生
の
『
漢
詩
の
鑑
賞
と
吟
詠
』（
あ
じ
あ
ブ
ッ

ク
ス
・
大
修
館
書
店
・
二
〇
〇
一
年
六
月
発
行
）
に
は
、
現
代
語
訳
と
し
て
、

　
　
　

８ 

川
を
渡
り
、
ま
た
川
を
渡
り
、
花
を
見
、
ま
た
花
を
見
な
が
ら
、
春
風

の
吹
く
川
沿
い
の
路
を
、何
時
の
間
に
か
、君
の
家
に
来
て
し
ま
っ
た
。

　

と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、詩
中
の「
花
」の
語
釈
に
は
、「
桃
の
花
で
あ
ろ
う
が
、

外
に
海
棠
、
李
、
梨
、
杏
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
早
春
な
ら
ば
梅
の
花
か
も
知
れ

な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
花
の
解
釈
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
触
れ
て
い
る
諸
本
は

少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、後
で
触
れ
る
竹
内
実
編
著
『
岩
波
漢
詩
紀
行
辞
典
』

（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
六
年
五
月
発
行
）
に
は
「
桃
の
花
」
と
記
し
て
い
る
。

　

次
は
、
松
苓
会
の
大
先
輩
で
あ
る
故
佐
藤
美
次
氏
の
著
し
た
『
日
・
中
漢
詩
林

そ
ぞ
ろ
歩
き
』（
胆
江
日
日
新
聞
社
刊
・
二
〇
〇
一
年
七
月
発
行
）
に
は
、

　
　
　

９
川
を
こ
え
、
ま
た
川
を
こ
え
、

　
　
　
　

花
を
眺
め
、
更
に
花
を
眺
め
る
。

　
　
　
　

そ
の
よ
う
に
し
て
春
風
に
吹
か
れ
な
が
ら

　
　
　
　

知
ら
ぬ
間
に
君
の
家
に
着
い
て
い
た
。

　

で
は
、
先
に
も
触
れ
た
竹
内
実
編
著
『
岩
波
漢
詩
紀
行
辞
典
』（
岩
波
書
店
・

二
〇
〇
六
年
五
月
発
行
）
は
、　

　
　
　

10 

舟
に
の
っ
て
渡
し
場
を
渡
り
、少
し
歩
い
て
、ま
た
渡
し
場
を
渡
っ
て
、

や
っ
て
き
ま
し
た
。
途
中
、
く
れ
な
い
の
桃
の
花
を
見
、
そ
れ
を
見
お

わ
ッ
て
歩
く
と
、ま
た
桃
の
花
が
咲
い
て
い
て
、そ
れ
を
見
た
の
で
す
。

春
風
に
吹
か
れ
て
、
舟
に
の
っ
た
り
、
桃
の
花
を
見
た
り
し
て
河
ぞ
い

の
道
を
歩
い
て
き
た
の
で
す
。
あ
ま
り
の
気
分
の
よ
さ
に
、
疲
れ
も
し

ら
ず
、
気
が
つ
く
と
あ
な
た
の
家
で
し
た
。
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と
あ
り
、
石
川
忠
久
編
『
漢
詩
鑑
賞
事
典
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
〇
九

年
三
月
）
に
は
、

　
　
　

11
川
を
渡
り
、
ま
た
川
を
渡
り
、

　
　
　
　

花
を
見
、
ま
た
花
を
見
な
が
ら
、

　
　
　
　

春
風
の
吹
く
川
沿
い
の
路
を
、

　
　
　
　

い
つ
の
ま
に
や
ら
君
の
家
に
来
て
し
ま
っ
た
。

　

と
あ
り
、
２
の
『
漢
詩
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』（
旺
文
社
）
と
同
じ
口
語
訳
が

な
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
新
潮
選
書
を
大
幅
に
書
き
改
め
た
拙
著
『
心
に
と
ど

く
漢
詩
百
人
一
首
』（
亜
紀
書
房
・
二
〇
一
〇
年
四
月
発
行
）
で
は
、

　
　
　

12
川
を
渡
り　

ま
た
川
を
渡
る

　
　
　
　

花
を
見　

ま
た
花
を
見
る

　
　
　
　

春
風
が
そ
よ
ぐ
川
面
を　

小
舟
で
進
ん
で
い
る
う
ち
に

　
　
　
　

い
つ
の
ま
に
か　

君
の
家
に
た
ど
り
つ
い
て
し
ま
っ
た

　

と
訳
し
た
。
つ
ま
り
、
江
上
を
「
川
の
上
」
と
い
う
訳
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

10
の
解
釈
に
も
舟
が
出
て
く
る
が
、
転
句
の
「
江
上
の
路
」
を
「
河
ぞ
い
の
道
」

と
訳
し
て
い
る
。

　

次
に
、
石
川
忠
久
先
生
が
編
集
を
さ
れ
て
い
る
『
聞
い
て
楽
し
む
漢
詩
１
０
０

選
択
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
・
二
〇
一
一
年
一
月
発
行
）
に
は
、

　
　
　

13
川
を
渡
り
、
ま
た
川
を
渡
り
、

　
　
　
　

花
を
眺
め
、
ま
た
花
を
眺
め
て
、

　
　
　
　

春
風
の
吹
く
川
ぞ
い
の
路
を
歩
く
う
ち
、

　
　
　
　

い
つ
の
間
に
か
、
あ
な
た
の
家
に
つ
き
ま
し
た
。

　

と
あ
る
。
以
上
十
三
冊
の
書
籍
の
口
語
訳
を
引
用
し
た
が
、「
江
上
の
路
」
に

は
ほ
ぼ
二
通
り
に
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

　　
「
江
上
路
」の
訳
を「
川（
河
）ぞ
い
の
路
」と
訳
し
て
い
る
の
を
Ａ
群
と
す
る
と
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

　

Ａ
群　

１　

水
辺
の
路
を　
　

　
　
　
　

２　

川
沿
い
の
路
を

　
　
　
　

３　

河
沿
い
の
路
を

　
　
　
　

４　

川
ぞ
い
の
道

　
　
　
　

５　

川
ぞ
い
の
路
を

　
　
　
　

６　

川
べ
り
の
道
を

　
　
　
　

７　

川
ぞ
い
の
路
を

　
　
　
　

８　

川
ぞ
い
の
路
を

　
　
　
　

10　

河
ぞ
い
の
道
を

　
　
　
　

11　

川
沿
い
の
路
を

　
　
　
　

13　

か
わ
ぞ
い
の
路
を

　

と
あ
り
、
Ａ
群
に
は
十
一
通
り
の
解
釈
が
あ
り
、
全
体
の
八
割
以
上
を
占
め
て

お
り
、
圧
倒
的
な
数
値
で
あ
る
。
次
に
、
Ｂ
群
の
「
川
の
上
（
川
面
）」
と
訳
し

た
例
は
、

　

Ｂ
群　

12　

川
面
を　

小
舟
で
進
ん
で
い
る
う
ち
に

　

と
訳
し
た
一
例
を
数
え
る
の
み
で
、
全
体
の
一
割
に
も
達
し
て
い
な
い
。

　

以
上
、
十
三
通
り
の
口
語
訳
を
眺
め
て
き
た
が
、
Ａ
群
の
訳
し
方
が
圧
倒
的
に

多
い
の
で
あ
る
が
、作
者
の
住
ん
だ
江
南
地
方
と
い
う
地
形
を
考
え
た
場
合
に
は
、

果
た
し
て
、「
上
」
の
訳
し
方
が
「
ほ
と
り
」
と
解
釈
し
て
も
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

念
の
た
め
に
、『
大
漢
和
辞
典
』
を
繙
い
て
み
る
と
、「
江
上
」
に
は
１
「
か
は
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の
う
え
」・
２
「
か
は
べ
」・「
か
は
の
ほ
と
り
」
と
い
う
意
味
が
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
大
漢
語
大
詞
典
』
の
「
江
上
」
の
項
に
は
１
「
江
岸
上
」・
２
「
江
面
上
」・

３
「
江
中
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
尋
胡
隠
君
」
詩
で
の
意
味
は
３
「
江
中
」

（『
大
漢
語
大
詞
典
』
所
収
）
を
除
い
て
、「
か
は
の
ほ
と
り
」
か
「
か
は
の
う
え
」

の
何
れ
か
の
意
味
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
　
　

二
、
南
船
北
馬
に
つ
い
て

　
「
上
」
字
に
は
幾
つ
か
の
意
味
が
有
る
が
、こ
の
詩
の
場
合
に
は
「
う
え
」
か
「
ほ

と
り
」
の
意
味
で
考
え
れ
ば
よ
い
。
事
実
、
諸
家
の
通
釈
で
も
「
川
の
ほ
と
り
」

す
る
も
の
と
、「
川
の
上
」
に
す
る
も
の
と
が
あ
る
。

　

初
唐
の
詩
人
盧

（
生
没
年
不
詳
）
の
「
南
楼
望
」
と
題
す
る
五
言
絶
句
の
転

句
に
も
「
傷
心
江
上
客
＝
傷
心
す
江
上
の
客
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
句
が
あ
る
。
こ

の
「
江
上
の
客
」
を
「
長
江
を
行
き
交
う
旅
人
」
と
み
る
説
と
「
長
江
の
ほ
と
り

に
た
た
ず
む
旅
人
」
と
み
る
二
つ
の
説
が
あ
る
。
廬

の
句
の
場
合
に
は
、
こ
の

二
説
と
も
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
高
啓
の
「
江
上
路
」
の
場
合
に
は
二

通
り
の
解
釈
は
成
立
せ
ず
、「
川
の
上
（
川
面
）」
の
意
味
で
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

高
啓
の
「
尋
胡
隠
君
」
詩
が
詠
ま
れ
た
舞
台
が
何
処
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が

詩
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
「
水
を
渡
り
復
た
水
を
渡
る　

花
を
看
還
た
花
を
看
る
」
と
詠
う
前
半
の
二
句
は
江
南
地
方
の
春
景
色
で
あ
る
。

作
者
の
高
啓
は
長
洲
（
蘇
州
）
の
人
で
あ
り
、
元
史
の
編
纂
や
戸
部
右
侍
郎
（
大

蔵
次
官
）
に
抜
擢
さ
れ
て
、
一
時
期
、
南
京
に
居
を
移
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
す

ぐ
に
役
人
生
活
を
辞
め
て
江
南
地
方
に
あ
る
青
邱
（
蘇
州
郊
外
）
に
戻
っ
て
い
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
詩
の
詠
ま
れ
た
舞
台
は
蘇
州
郊
外
が
最
も
有
力
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
江
南
地
方
の
春
景
色
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
作
品
が
い
つ
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
具
体
的
に
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
明

代
第
一
の
詩
人
で
あ
る
高
啓
は
元
末
の
張
士
誠
の
乱
を
避
け
て
、
蘇
州
郊
外
の
青

邱
に
住
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
知
ら
れ
て
い
る
の
で
蘇
州
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ

ろ
う
。

　

中
国
に
は
「
南
船
北
馬
」
と
い
う
四
字
熟
語
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は
「
中
国
の

南
方
、
つ
ま
り
江
南
地
方
に
は
ク
リ
ー
ク
（
水
路
）
が
縦
横
に
張
り
ぐ
ら
さ
れ
て

お
り
、
日
常
の
移
動
に
は
舟
を
用
い
る
。
一
方
、
北
方
で
は
山
野
が
多
く
、
移
動

は
馬
に
乗
っ
て
移
動
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
国
の
風
土
を
う
ま
く
表
現

し
て
い
る
の
が
「
南
船
北
馬
」
と
い
う
熟
語
で
あ
る
。

　

蘇
州
は
紹
興
（
浙
江
省
）
と
と
も
に
「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」
と
称
さ
れ
、
市
街
は

も
と
よ
り
郊
外
に
も
水
路
（
ク
リ
ー
ク
）
が
縦
横
に
走
っ
て
い
る
。
唐
代
に
は
橋

が
市
内
に
は
三
百
有
余
と
い
い
、マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
『
東
方
見
聞
録
』
に
は
「
石

造
り
の
橋
が
六
千
も
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
市
内
に
は
百
有
余

の
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
日
常
の
移
動
に
は
舟
を
使
っ
て
、
水
路

を
往
来
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
転
句
の
「
江
上
の
路
」
は
ク
リ
ー
ク
の
上
を
舟
で

往
来
し
て
い
る
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

三
、
花
に
つ
い
て

　

高
啓
は
幾
つ
も
の
小
川
（
水
路
）
を
横
切
り
、
土
手
に
咲
く
草
花
を
眺
め
な
が

ら
、
隠
者
で
あ
る
胡
君
の
家
に
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
花
は
具
体
的
に
は
ど
ん

な
花
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
江
上
路
」
と
同
じ
よ
う
に
、
諸
家
の
口

語
訳
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
花
を
そ
の
ま
ま
「
花
」
と
訳
し
て
い

る
の
を
Ｃ
群
と
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

Ｃ
群　

１
花

　
　
　
　

２
花

　
　
　
　

３
花

　
　
　
　

４
花

　
　
　
　

５
花

　
　
　
　

６
花

　
　
　
　

７
花
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８
花

　
　
　
　

９
花

　
　
　
　

11
花

　
　
　
　

12
花

　
　
　
　

13
花

　

と
あ
り
、
花
を
具
体
的
に
訳
し
て
い
る
の
を
D
群
と
す
る
と
、

　

Ｄ
群　

10
桃
の
花

　

で
あ
る
。

　
「
花
」
を
た
だ
単
に
花
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
全
体
の
九
十

二
パ
ー
セ
ン
ト
強
も
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
花
を
具
体
的
に
「
桃
の
花
」
と
口
語

訳
し
て
い
る
の
は
一
例
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
竹
内
実
編
著
『
岩
波
漢
詩
紀

行
辞
典
』（
岩
波
書
店
）
だ
け
で
あ
る
。
但
し
、
口
語
訳
に
は
「
花
」
と
し
て
い

る
が
、『
漢
詩
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』
の
よ
う
に
、
解
説
に
は
、「
花
は
ま
ず
は
桃

花
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
か
に
李
、
杏
、
梨
、
海
棠
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い

る
書
籍
が
二
冊
あ
る
。
花
は
「
た
だ
草
花
で
は
な
く
樹
花
で
あ
ろ
う
。
早
春
で
あ

る
な
ら
、
梅
の
花
か
も
し
れ
な
い
」
と
解
説
し
て
い
る
書
籍
も
あ
る
。

　

江
南
の
春
景
色
を
代
表
す
る
花
は
桃
の
花
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
胡

隠
君
は
隠
者
で
あ
る
。
隠
者
に
は
華
や
か
な
花
で
な
く
、
隠
者
に
相
応
し
い
花
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
隠
者
に
相
応
し
い
花
は
樹
花
で
は
な
く
、
草
花
の
方
が
相
応

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
樹
花
の
「
梅
花
」
の
場
合
は
北
宋
の
林
和
靖
の
「
梅
妻

鶴
子
」
が
強
く
意
識
さ
れ
る
が
、こ
の
詩
の
場
合
は
土
手
に
咲
く
草
花
、つ
ま
り
、

菫
や
蒲
公
英
の
花
が
隠
者
に
相
応
し
い
花
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
川
面
を
舟
で

行
く
と
土
手
の
ど
こ
も
か
し
こ
も
野
草
の
花
が
眺
め
ら
れ
る
。
一
面
に
咲
く
野
草

の
花
を
眺
め
な
が
ら
胡
隠
君
の
家
を
訪
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

む
す
び

　

蘇
州
や
常
熟
な
ど
の
江
南
地
方
に
あ
る
市
街
や
そ
の
郊
外
の
地
形
を
考
え
れ

ば
、「
江
上
の
路
」
は
ク
リ
ー
ク
を
舟
に
乗
っ
て
航
行
し
て
い
る
様
子
が
詠
じ
ら

れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
江
南
地
方
は
舟
を
用
い
て
航
行
す
る

の
が
日
常
的
で
あ
る
か
ら
、
胡
隠
君
を
訪
ね
る
時
に
見
た
花
は
江
南
の
春
景
色
を

代
表
す
る
桃
の
花
で
も
、
北
宋
の
名
高
い
隠
者
に
結
び
つ
く
梅
の
花
で
も
な
く
、

野
草
の
花
が
相
応
し
い
の
で
あ
る
。

　

付
記　

絶
句
は
同
じ
漢
字
を
繰
り
返
し
て
用
い
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
こ

の
絶
句
は
「
渡
水
」
や
「
看
花
」
の
よ
う
に
、
同
じ
漢
字
を
繰
り
返
し
用
い
て
い

て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
意
味
の
「
復
」
と
「
還
」
も
用
い
て
い
る
。
そ
の
上
、
音

律
上
で
も
一
見
破
格
に
見
え
る
。
で
は
、「
尋
胡
隠
君
」
詩
の
平
仄
式
を
図
示
し

て
み
る
と
、

　
　
　

●
●
●
●
●　
　
　

●
仄
字
の
漢
字
。

　
　
　

○
○
○
○
◎　
　
　

○
平
字
の
漢
字
。

　
　
　

○
○
○
●
●　
　
　

◎
平
字
の
韻
字
。

　
　
　

●
●
●
○
◎

　
　

　

と
な
る
。
こ
の
絶
句
は
起
句
の
二
字
目
「
水
」
が
仄
字
で
あ
る
か
ら
、
仄
起
式

で
あ
り
、
韻
字
が
平
韻
で
あ
る
の
で
、
平
仄
式
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
図

示
す
る
と
、

　
　
　

▲
●
○
○
●　
　
　

▲
ど
ち
ら
で
も
可
、
仄
字
が
原
則
。

　
　
　

△
○
▲
●
◎　
　
　

●
仄
字
。
△
ど
ち
ら
で
も
可
、
平
字
が
原
則
。

　
　
　

△
○
○
●
●　
　
　

○
平
字
。

　
　
　

▲
●
●
○
◎　
　
　

◎
平
字
の
韻
字
。
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と
な
る
。
平
韻
の
仄
起
式
に
高
啓
の
「
胡
隠
君
を
尋
ぬ
」
の
平
仄
式
を
重
ね
る

と
、
起
句
が
す
べ
て
仄
字
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
更
に
下
三
連
（
末
尾
三
字

が
同
じ
平
仄
）
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
続
く
、
承
句
に
も
全
て
平
字
だ
け
で
あ

り
、
起
句
と
同
じ
様
に
下
三
連
で
あ
る
。
下
三
連
は
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
こ
の
絶
句
は
音
律
上
で
も
破
格
の
構
成
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
半
の
二
句
は

拗
句
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
前
半
の
二
句
は
そ
れ
ぞ
れ
を
単
独
に
眺
め
る
と
、
破

格
で
は
あ
る
が
、
両
句
の
平
仄
の
対
応
の
関
係
を
眺
め
て
み
る
と
、「
拗
救
」
の

関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
起
句
の
三
・
四
字
が
「
平
平
」
と
あ

る
べ
き
処
が
「
仄
仄
」
と
な
っ
て
い
る
。
承
句
の
三
・
四
字
が
「
仄
仄
」
と
な
る

べ
き
処
を
「
平
平
」
に
改
め
て
い
る
の
で
破
格
が
救
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
記
す
）


