
眼
下
に
長
江
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
黄
土
色
の

流
れ
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
悠
々
と
し
た
感

じ
を
受
け
る
。
今
、
私
は
法
学
部
の
佐
藤
幸
夫
教

授
と
一
緒
に
、
今
年
(
一
九
八
五
年
)
五
月
に
再

建
さ
れ
九
黄
鶴
楼
の
最
上
層
に
立
っ
て
、
長
江
大

橋
と
武
漢
市
街
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

新
し
い
黄
鶴
楼
に
登
っ
た
日
本
人
と
し
て
は
、
お

そ
ら
く
最
も
早
い
方
に
な
る
だ
ろ
う
。

か
つ
て
黄
鶴
楼
は
、
湖
南
省
の
岳
陽
楼
、
江
西

省
の
縢
王
閣
と
並
べ
て
「
江
南
三
大
楼
閣
L
 
と
称

ぱ
れ
て
い
九
そ
う
で
あ
る
。
武
昌
は
蛇
山
の
館
の

酒
家
に
一
道
士
が
来
て
酒
を
求
め
た
。
主
人
辛
氏

が
酒
を
与
え
る
こ
と
半
歳
、
あ
る
日
、
酒
債
に
酬

い
る
に
道
士
は
密
柑
の
皮
で
壁
に
鶴
を
え
が
い

九
0
 
そ
の
鶴
が
客
の
求
め
に
応
じ
て
た
お
や
か
に

舞
い
歌
っ
た
の
で
、
お
か
げ
で
巨
万
の
富
を
築
い

九
0
 
十
年
程
し
て
そ
の
道
士
が
ま
た
瓢
然
と
し
て

来
た
の
で
、
主
人
は
籌
し
て
旧
の
如
く
酒
を
供

応
し
九
0
 
し
ば
ら
く
し
て
道
士
が
笛
を
吹
く
と
天

か
ら
白
雲
が
下
り
、
黄
鶴
に
ま
た
が
っ
た
道
士
は

白
雲
と
と
も
に
天
上
に
上
っ
て
い
っ
九
と
い
う
伝

説
が
あ
る
。
黄
鶴
楼
は
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。

佐
藤
幸
夫
教
授
と
私
と
が
、
同
志
社
大
学
と
武

漢
大
学
と
の
学
術
交
流
協
定
に
基
づ
い
て
、
武
漢

イ
エ
ロ
ー
.
オ
ー
ケ
ル

菅
,
キ

に
着
い
九
の
は
九
月
六
日
の
夕
方
で
あ
っ
九
。
残

暑
が
厳
し
く
こ
の
日
は
四
十
度
を
超
え
て
ぃ
九
と

大
学
関
係
老
は
い
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
も
暑

い
日
が
続
い
て
い
る
。
重
慶
、
長
沙
と
と
も
に
武

漢
は
「
三
大
窯
」
と
い
わ
れ
て
ぃ
る
の
だ
。

武
漢
は
長
江
の
中
流
に
位
置
し
、
武
漢
三
鎮
と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
水
を
は
さ
ん
で
漢
口

と
漢
陽
が
、
さ
ら
に
長
江
の
対
岸
の
武
昌
と
合
し

て
、
人
口
五
百
万
の
大
都
市
を
形
成
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
昔
か
ら
「
武
漢
は
九
省
に
通
ず
し
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
文
字
通
り
水
陸
交
通
の
要
衝
で

も
あ
っ
九
。

そ
し
て
九
月
十
四
日
、
武
漢
に
来
て
一
週
閻
余

り
が
過
ぎ
九
今
日
、
私
た
ち
は
黄
鶴
楼
に
登
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
武
漢
に
着
い
た
翌
日
に
一
度
、

黄
鶴
楼
に
は
来
て
い
た
の
だ
が
、
伺
か
会
議
が
あ

る
と
か
で
登
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ

の
時
は
漢
陽
に
あ
る
帰
元
寺
を
訪
ね
た
。
古
剰
光

そ
う
だ
が
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
の
感
銘
を
受
け
な
か

つ
九
0
 
有
名
な
五
百
羅
漢
は
圧
倒
的
な
量
で
あ
っ

た
が
、
時
閻
を
気
膨
し
て
い
た
九
め
に
足
早
に
観

九
だ
け
で
、
印
象
に
残
っ
て
い
な
い
。
今
、
黄
鶴

楼
に
登
り
、
長
江
を
見
下
ろ
し
、
武
漢
の
街
並
み

を
一
望
し
て
、
よ
う
や
く
中
国
に
来
九
と
い
う
実

(紀行文) 1111Ⅲ111111111!1111Ⅲ1川1111削111111111Ⅲ!Ⅲ川11Ⅲ1111111削111111111111肌11Ⅲ111111Ⅲ1111111111Ⅲ11111仙川111111111111脚11111Ⅲ1111111111111111脚肌削11111Ⅲ111111111仙豐
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感
が
湧
い
て
く
る
。

古
く
か
ら
黄
鶴
楼
は
詩
に
う
た
わ
れ
て
き
九
。

手
許
に
あ
る
黄
鶴
楼
公
園
管
理
処
編
『
黄
鶴
楼
詩

詞
選
』
(
湖
北
人
民
出
版
社
)
に
は
百
首
余
り
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
多
く
は
惜
別
と
流
離
の
馳
。

し
か
し
現
在
の
黄
鶴
楼
は
ラ
ジ
カ
セ
を
手
に
し
、

小
型
カ
メ
ラ
を
肩
に
し
た
男
女
や
家
族
連
れ
が
、

ひ
っ
き
り
な
し
に
上
下
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
私
た

ち
も
そ
の
群
れ
の
な
か
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
異

郷
で
の
感
傷
に
ひ
九
ろ
う
に
も
ひ
九
れ
る
雰
囲
気

で
は
な
い
。
肩
を
た
九
か
れ
た
の
で
ふ
り
む
く

と
、
若
い
二
人
連
れ
の
女
性
か
ら
カ
メ
ラ
の
シ
十

ツ
タ
ー
を
押
せ
と
頼
ま
れ
た
。

こ
こ
か
ら
武
漢
大
学
の
象
徴
で
も
あ
る
旧
図
書

館
の
風
格
あ
る
建
物
が
小
さ
く
見
え
る
。
武
漢
大

学
は
武
昌
の
街
の
東
方
に
あ
る
。
略
迦
山
の
麺
、

東
湖
の
畔
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
の
う
え
に
瑠
璃
色

の
屋
根
瓦
が
散
在
す
る
美
し
い
総
合
大
学
で
あ

る
。
武
昌
は
大
学
と
政
庁
の
街
だ
。
武
漢
大
学
の

概
略
に
つ
い
て
は
、
新
島
基
金
で
留
学
し
て
き
九

李
圈
勝
君
が
、
す
で
に
本
誌
七
十
七
号
に
紹
介
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
ゆ
ず
ろ
う
。

佐
藤
教
授
と
私
の
講
義
は
、
九
月
十
日
火
曜
日

の
午
前
か
ら
始
ま
っ
た
。
週
三
回
の
讐
で
あ

る
。
佐
藤
教
授
は
法
学
系
の
学
舎
で
海
商
法
と
保

険
法
を
、
私
は
外
文
系
の
学
舎
で
日
本
近
代
文
学

を
、
ほ
ぽ
同
じ
時
間
編
義
が
で
き
る
よ
う
に
大

学
の
方
で
配
慮
を
し
て
く
れ
た
。
午
前
九
時
過
ぎ

に
迎
え
の
ト
ヨ
ペ
ッ
ト
・
ク
ラ
ウ
ン
が
や
っ
て
く

る
。
講
義
は
九
時
一
十
分
か
ら
十
一
時
一
十
分
ま

で
で
、
私
の
場
合
、
そ
の
間
約
十
分
の
休
み
を
と

る
こ
と
に
し
た
。
誕
義
が
終
れ
ぱ
迎
え
の
時
の
車

で
宿
舎
に
帰
っ
て
尽
食
を
と
る
。
午
後
の
時
は
二

時
過
ぎ
に
車
が
く
る
。
二
時
三
卜
分
か
ら
四
時
三

十
分
ま
磊
義
で
あ
る
。

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
二
十
分
ま

で
の
昼
食
は
午
睡
の
時
周
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
中

国
は
何
処
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
大
学
も
同
様

だ
。
だ
か
ら
昼
近
く
な
る
と
、
昼
食
と
午
唾
の
た

め
に
帰
宅
す
る
人
で
雑
踏
す
る
。

武
漢
大
学
は
広
大
な
キ
十
ン
バ
ス
の
な
か
に
、

学
生
、
教
職
員
の
宿
舎
が
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

向
か
い
の
華
中
師
範
大
学
で
も
同
じ
で
あ
る
。
だ

か
ら
早
朝
に
は
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
の
教
職
員
宿
舎
の
前

で
朝
市
が
九
つ
。
昼
食
時
は
街
の
中
と
同
じ
よ
う

に
宿
舎
に
帰
る
学
生
や
教
職
員
で
ち
ょ
つ
と
し
九

ラ
ッ
シ
ユ
に
な
り
、
午
後
二
時
過
ぎ
に
は
再
び
教

室
や
職
場
に
帰
る
人
々
で
構
内
の
道
路
は
人
で
埋

ま
る
。
そ
の
な
か
を
自
動
車
は
ク
ラ
ク
シ
"
ン
を

鳴
ら
し
っ
ぱ
な
し
で
走
っ
て
い
く
の
だ
。

嵳
は
よ
く
勉
強
を
し
て
い
る
。
樹
木
の
多
い

キ
ャ
ン
。
ハ
ス
の
あ
ち
こ
ち
で
、
木
陰
を
利
用
し
な

が
会
審
し
九
り
ノ
ー
ト
を
と
っ
九
り
し
て
い

る
。
日
本
で
は
も
う
見
ら
れ
な
い
風
景
で
あ
る
。

午
後
の
講
義
が
終
る
と
ス
ポ
ー
ツ
に
興
じ
る
嵳

も
い
て
、
楽
し
そ
う
で
あ
る
。

新
学
期
が
始
ま
っ
九
と
い
っ
て
も
開
講
し
て
い武漢大学旧図館
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る
の
は
一
一
・
三
年
生
だ
け
で
あ
り
、
大
学
院
と
新

入
生
は
九
月
十
六
日
か
ら
だ
そ
う
で
あ
る
。
器

楼
に
い
く
途
中
で
何
台
か
の
ト
ラ
ッ
ク
と
す
れ
違

つ
九
。
ト
ラ
ッ
ク
に
は
大
き
な
荷
物
を
持
っ
た
胃

年
九
ち
が
思
い
思
い
の
姿
で
乗
っ
て
い
九
。
中
国

に
い
る
問
、
私
に
つ
き
そ
っ
て
く
れ
九
武
漢
大
学

の
研
究
生
余
炳
妖
君
の
爵
化
よ
る
と
、
全
国
か

ら
集
ま
っ
て
き
九
新
入
生
だ
そ
う
で
あ
る
。
武
昌

駅
に
降
り
た
彼
等
は
、
迎
え
に
き
た
大
学
の
ト
ラ

ツ
ク
で
宿
舎
に
向
か
う
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

彼
業
向
か
う
武
漢
大
学
や
輩
中
師
範
大
学
を

は
じ
め
二
十
余
り
の
大
学
の
門
や
建
物
に
は
、
新

ト
ン
レ
ユ
エ

同
学
(
新
入
生
)
へ
の
織
歓
迎
の
デ
コ
レ
ー
シ

"
ン
が
華
や
か
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
か

ら
、
一
見
し
て
新
入
生
だ
と
わ
か
る
学
生
を
キ
ャ

ン
バ
ス
で
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
に
は

ま
だ
十
供
子
供
し
た
学
生
も
い
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
新
入
生
歓
迎
の
サ
ー
ク
ル
紹
介
や
日
常
品
を

売
る
露
店
が
並
び
、
そ
こ
に
は
沢
山
の
人
が
集
ま

つ
て
く
る
。
ラ
ジ
カ
セ
の
音
量
を
一
杯
に
し
て
音

楽
が
流
れ
る
側
で
、
先
輩
が
後
輩
に
熱
心
に
話
し

か
け
て
い
る
。
日
木
の
新
学
期
風
景
と
変
ら
な
い
。

こ
れ
は
私
に
も
馴
染
深
い
。
た
だ
全
寮
制
の
た
め

露
店
で
売
っ
て
い
る
も
の
が
、
食
器
や
椅
十
、
タ

オ
ル
、
石
鹸
と
い
う
よ
う
な
日
常
雑
貨
が
多
く
、

そ
の
あ
た
り
が
小
ノ
し
違
う
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
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咋
夜
は
映
画
会
が
あ
っ
た
と
余
炳
飫
君
が
い
っ

て
い
た
。
彼
も
恋
人
と
観
に
い
っ
九
そ
う
で
あ

る
。
一
本
の
う
ち
一
本
は
日
本
映
画
だ
っ
た
が
、

電
聞
い
て
い
て
も
そ
れ
が
ど
ん
な
映
画
な
の
か

私
に
は
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
土
曜
日
と
日
曜

日
の
晩
、
大
学
の
野
外
音
楽
堂
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
映
画
会
が
毎
週
催
さ
れ
る
よ
う
だ
。
暗
く
な
り

,
.

.
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、
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か
け
る
頃
、
学
生
た
ち
が
小
さ
な
腰
掛
け
を
持
っ

て
会
場
に
い
く
姿
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
は

じ
め
は
あ
ん
な
腰
掛
け
を
持
っ
て
何
処
に
い
く
の

だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ
九
が
、
あ
れ
は
映
画
を

観
に
い
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
。
中
国
で
は
今
で

も
山
口
百
恵
は
圧
倒
的
な
人
気
で
あ
る
。
映
画
雑

誌
『
大
衆
電
影
』
九
月
号
の
裏
表
紙
は
山
口
百
恵

で
あ
っ
九
し
、
キ
十
ン
パ
ス
の
鴛
で
も
山
口
百

恵
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
や
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
が
売
ら
れ
て

い
た
。
余
君
は
百
恵
さ
ん
は
内
向
的
な
感
じ
が
す

る
と
い
う
。
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
私
も
こ

こ
で
山
口
百
恵
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
と
ハ
ン
カ
チ
ー
フ

を
買
っ
た
が
、
日
本
で
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ

と
だ
。
で
は
男
ら
し
い
俳
優
は
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
高
倉
健
だ
そ
う
で
あ
る
。

余
炳
飫
君
が
宿
舎
に
私
を
訪
ね
て
き
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
と
き
、
私
は
テ
ー
プ
で
イ
ブ
・
モ
ン

タ
ン
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
を
聴
い
て
い
た
。
私
は
モ
ン

タ
ン
が
好
き
だ
か
ら
日
本
か
ら
こ
れ
だ
け
を
持
っ

て
き
た
。
そ
れ
で
若
い
友
人
に
「
シ
ャ
ン
ソ
ン
な

ん
か
持
っ
て
い
っ
た
ら
、
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
か
か

り
ま
せ
ん
か
」
と
ひ
や
か
さ
れ
九
く
ら
い
で
あ

る
。
し
ぱ
ら
く
し
て
余
君
は
、
「
こ
れ
は
日
本
の

歌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
私
に
聞
い
た
。
「
こ

れ
は
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
い
う
も
の
だ
。
い
い
だ
ろ

う
」
と
私
は
い
っ
た
が
、
余
君
は
ま
っ
た
く
関
心

を
尓
さ
ず
、
机
に
む
か
っ
て
何
か
仕
事
を
し
て
い

る
0
 
テ
ー
プ
の
最
後
は
,
則
ゆ
一
一
N
 
δ
一
伽
0
、
、
で
あ
っ

た
。
モ
ン
タ
ン
の
説
明
に
よ
る
と
こ
れ
は
イ
タ
リ

ア
・
バ
ル
チ
ザ
ン
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
を
モ
ン
タ

ン
は
イ
タ
リ
ア
雫
歌
う
。
モ
ン
タ
ン
が
歌
い
だ

し
た
と
き
、
余
君
は
突
然
、
「
先
生
、
こ
の
歌
は

僕
も
知
っ
て
い
ま
す
。
中
国
の
若
者
の
好
き
な
歌

州
ノ
ヨ
ウ
フ
ナ
イ
チ
エ
ン

プ

で
す
。
,
明
朋
友
再
見
'
と
い
い
ま
す
し
と
い

つ
九
。
私
は
中
国
雫
知
り
た
い
と
思
っ
九
が
、

余
君
も
は
っ
き
り
お
ぽ
え
て
い
な
い
ら
し
い
。
友

人
に
聞
い
て
お
き
ま
す
と
い
っ
て
く
れ
た
の
だ

が
、
と
ぅ
と
ぅ
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

心
残
り
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

佐
藤
教
授
や
私
の
誠
義
は
順
調
に
捗
っ
て
い

る
。
残
暑
は
あ
い
か
わ
ら
ず
厳
し
い
。
あ
る
日
、

学
生
か
ら
「
今
日
は
涼
し
い
で
す
ね
」
と
い
わ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
で
も
水
銀
柱
は
三

十
五
度
に
達
し
て
い
九
。
長
江
に
面
し
て
い
て
、

湿
気
も
多
く
蒸
し
暑
い
か
ら
、
じ
っ
と
し
て
い
て

も
汗
ば
ん
で
く
る
。
こ
う
い
う
時
は
、
昼
食
と
タ

チ
ン
,
オ
ピ
ー
チ
ユ

食
に
だ
し
て
く
れ
る
青
島
卿
酒
(
ビ
ー
ル
)
が
う

れ
し
か
っ
九
。
し
か
し
宿
舎
の
ク
ー
ラ
ー
は
猛
獣

の
よ
う
な
音
が
し
て
物
凄
く
、
と
く
に
三
階
の
佐

黄鶴楼仰観

朝市風景
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り
雷
が
鳴
り
雨
が
激
し
く
降
っ
九
。
そ
れ
か
ら
と

い
う
も
の
、
咋
日
ま
で
の
残
暑
が
嘘
の
よ
う
な
涼

し
い
聖
迎
え
る
よ
う
に
な
る
。
も
う
寒
暖
計
は

二
十
五
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
一
夜
に
し
て

十
度
は
下
が
っ
た
の
だ
。
そ
う
な
る
と
専
家
楼
の

外
人
教
師
九
ち
は
、
気
温
の
変
化
に
敏
感
ら
し

く
、
昨
日
ま
で
の
夏
姿
と
は
う
っ
て
変
っ
て
、
分

厚
い
毛
糸
の
セ
ー
タ
ー
を
着
て
食
堂
に
集
ま
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
私
も
長
袖
の
ス
ポ
ー
ツ
シ
ャ
ツ

の
用
意
を
す
る
こ
と
に
し
た
け
れ
ど
、
佐
藤
さ
ん

は
ま
だ
半
袖
シ
ャ
ツ
の
ま
ま
だ
。
九
月
中
旬
に
、

厚
い
毛
糸
の
セ
ー
タ
ー
で
は
私
九
ち
の
季
節
感
に

あ
わ
な
い
の
で
あ
る
。
街
も
キ
ャ
ン
バ
ス
も
紺
や

グ
レ
イ
の
中
山
服
姿
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
秋
は

突
然
に
や
っ
て
き
九
。

佐
藤
さ
ん
が
武
漢
を
離
れ
る
日
が
近
づ
い
て
き

た
の
で
、
東
湖
を
ド
ラ
イ
ブ
す
る
こ
と
に
な
っ

九
。
東
湖
は
日
誓
文
系
の
惰
玉
林
教
授
の
言
葉

に
よ
れ
ぱ
、
杭
州
の
西
湖
に
匹
敵
す
る
、
い
や
そ

れ
よ
り
も
美
し
い
と
武
漢
の
人
九
ち
が
誇
り
に
し

て
い
る
湖
だ
そ
う
で
あ
る
。
武
漢
に
着
い
て
私
た

ち
が
直
ち
に
訪
ね
九
と
こ
ろ
も
、
実
は
こ
の
東
湖

で
あ
っ
九
.
九
月
七
日
、
磨
山
の
朱
碑
亭
か
ら
見

九
東
湖
は
素
晴
ら
し
く
、
湖
を
縦
断
す
る
よ
う
に

藤
さ
ん
の
部
屋
の
ク
ー
ラ
ー
は
、
電
圧
が
下
が
り

だ
す
と
、
突
然
、
バ
タ
ン
バ
タ
ン
と
心
臓
を
震
え

き
す
よ
う
な
大
き
な
振
動
を
起
し
て
止
ま
る
。
そ

れ
が
階
下
の
私
の
と
こ
ろ
に
ま
で
粋
い
て
く
る
の

だ
。
こ
ん
な
な
か
を
佐
藤
さ
ん
は
明
方
近
く
ま

で
、
あ
ら
か
じ
め
学
生
区
手
渡
す
講
義
の
草
稿

や
、
通
訳
へ
の
法
概
念
の
説
明
書
を
作
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

九
月
も
半
ば
を
過
ぎ
九
あ
る
夜
半
、
稲
妻
が
走

延
び
て
い
る
築
堤
も
美
し
か
っ
た
。
朱
稗
亭
に
は

大
勢
の
観
光
客
が
い
て
眼
下
に
ひ
ろ
が
る
東
湖
を

眺
め
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
一
人
の
稟
か
ら

「
コ
ン
ニ
チ
ワ
」
と
た
ど
九
ど
し
い
日
本
雫
話

し
か
け
ら
れ
九
。
青
年
は
友
達
と
一
緒
に
遊
び
に

き
て
い
て
、
私
九
ち
を
見
て
話
し
か
け
て
き
九
の

で
あ
る
。
去
年
の
十
一
月
か
ら
日
本
語
を
勉
強
し

だ
し
九
こ
と
、
流
体
力
学
を
専
攻
し
て
い
て
来
月

に
は
京
都
大
学
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
、
う
れ
し
そ
う
に
い
っ
て
い
九
。
再

会
を
約
し
て
別
れ
た
が
、
今
そ
の
青
年
は
、
京
都

の
ど
の
辺
り
に
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
十
日
ば
か
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
九
。
し

か
し
、
今
、
再
び
訪
ね
て
き
て
車
窓
か
ら
見
る
東

湖
は
、
す
で
に
し
て
蕭
条
と
し
た
風
景
を
呈
し
て

い
る
。
築
堤
の
杉
並
木
を
自
動
車
は
走
っ
て
い
る

の
だ
が
、
散
策
す
る
人
影
は
な
く
、
牛
車
を
僅
か

に
見
か
け
た
だ
け
だ
。
秋
の
気
配
は
濃
厚
で
あ
っ

九
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
気
が
つ
い
た
の
だ
が

、

対
岸
に
鉄
鋼
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
工
場
と
煙
突
が
影

絵
の
よ
う
に
望
見
で
き
る
の
だ
。
こ
の
美
し
い
東

湖
も
年
々
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
た
よ
う
に
思

、
つ
0

涼
し
く
な
っ
て
か
ら
の
武
漢
は
曇
り
空
か
雨
の

街路寸描
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日
が
続
い
て
い
て
、
澄
み
わ
た
っ
た
秋
色
は
望
む

べ
く
も
な
い
。
佐
藤
さ
ん
が
北
京
・
西
安
に
む
け

て
発
っ
て
か
ら
、
も
う
一
週
閻
が
過
ぎ
九
。
九
月

も
終
り
に
近
づ
い
た
頃
、
私
が
大
学
院
で
教
え
九

于
耀
明
君
が
夫
人
の
張
応
華
さ
ん
、
四
歳
に
な
る

子
供
の
翔
君
を
連
れ
て
、
母
節
の
休
み
を
利
用

し
て
、
は
る
ぱ
る
と
西
安
か
ら
私
を
訪
ね
て
き
て

く
れ
九
。
う
れ
し
か
っ
九
。
久
し
振
り
に
兄
る
于

君
は
元
気
で
あ
っ
た
。

三
日
間
程
、
于
君
の
家
族
と
過
す
こ
と
が
で
き

九
が
、
そ
の
う
ち
の
一
日
を
篠
東
披
の
「
赤
壁

賦
」
で
有
名
な
東
披
赤
壁
へ
行
く
こ
と
に
し
た
。

武
漢
の
東
霜
九
十
粁
、
長
江
の
下
流
に
位
置
す

る
。
白
動
車
で
約
二
簡
、
長
江
に
沿
い
な
が
ら

農
村
地
帯
を
走
っ
て
器
と
い
う
町
に
つ
い
た
。

そ
こ
か
ら
対
岸
の
黄
岡
ま
で
長
江
を
船
護
る
の

で
あ
る
。
す
ぐ
眼
の
前
を
流
れ
る
長
江
は
予
想
外

の
急
流
で
あ
っ
た
。
小
さ
な
木
片
が
あ
っ
と
い
う

問
に
流
れ
て
い
っ
九
。
あ
の
木
片
は
伺
処
か
ら
流

れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
何
時
海
に
そ
そ
ぐ
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
滴
の
水
か
ら
こ
ん
な
大

河
に
な
る
の
に
は
、
ど
れ
だ
け
の
時
空
間
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
視
界
か
ら
遠
ざ
か

り
ゆ
く
木
片
を
見
つ
め
な
が
ら
、
過
去
・
現
在
・

未
来
の
時
空
間
に
つ
い
て
、
私
は
柄
に
も
な
く
哲

か
く

学
的
に
な
っ
て
い
た
。
「
逝
ク
者
ハ
斯
ノ
如
キ
カ
、

お

尽
夜
ヲ
舎
カ
ズ
」
と
い
う
胃
葉
が
思
わ
ず
浮
ん
で

く
る
。
私
は
こ
の
范
竺
る
長
江
に
圧
倒
さ
れ
て

い
九
の
で
あ
る
。

東
披
赤
壁
は
洪
水
に
よ
る
士
砂
で
埋
め
ら
れ
九

た
め
長
江
と
の
問
が
せ
き
止
め
ら
れ
、
「
前
赤
壁

賦
L
 
の
「
白
露
江
二
横
タ
ハ
リ
、
水
光
天
二
接

＼ノ

ス
L
 
と
い
う
壮
麗
な
光
景
は
、
残
念
な
が
ら
も
う

見
ら
れ
な
い
。
小
堂
宇
が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
こ
に

東
披
の
餅
の
複
製
が
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
、
俸
か
に
慰
め
ら
れ
九
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

崖
下
は
池
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
人
々
は
そ
こ

で
ボ
ー
ト
を
楽
し
ん
で
い
た
。
さ
な
が
ら
小
遊
園

地
で
あ
る
。

武
昌
の
大
学
附
近
は
市
街
の
は
ず
れ
に
な
る
か

身

(
大
学
文
学
部
教
授
)

ら
人
通
り
も
少
な
い
。
そ
の
道
を
荷
車
を
曳
い
て

軸
馬
が
通
る
。
騒
馬
は
何
時
見
て
も
哀
し
げ
だ
。

務
に
う
た
れ
て
い
る
軸
馬
の
姿
が
、
私
の
帰
心

を
か
き
た
て
る
。

九
月
二
十
九
日
は
中
秋
節
で
あ
る
。
余
炳
既
君

は
今
夜
恋
人
を
つ
れ
て
黄
鶴
楼
近
く
の
両
親
の
家

に
帰
っ
て
い
る
。
旅
先
に
あ
る
于
耀
明
君
の
家
族

も
月
餅
や
お
菜
十
や
果
物
を
奇
麗
に
飾
り
た
て
て

夜
を
迎
え
た
。
中
国
の
人
た
ち
は
こ
の
日
を
大
切

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
異
郷
に
あ
る
人
は
、
故

国
を
偲
ぶ
日
で
す
が
、
先
生
は
い
か
が
で
す
か
し

と
于
君
は
い
う
。
す
る
と
于
夫
人
が
「
先
生
、
于

さ
ん
が
日
本
に
い
る
閥
、
私
は
何
時
も
東
の
空
を

見
て
い
ま
し
た
」
と
私
に
い
っ
た
。
宿
舎
の
外
で

は
爆
竹
が
な
っ
て
い
る
。
あ
い
に
く
雲
に
さ
え
ぎ

ら
れ
て
月
は
見
え
な
い
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
武
坐
学
や
華
中
師
範
大

ウ
イ
*
ア

学
の
キ
ャ
ン
。
ハ
ス
に
は
桂
花
(
企
木
犀
)
が
咲
き

は
じ
め
、
芳
香
で
満
六
さ
れ
る
。
日
本
の
も
の
よ

り
花
の
色
も
匂
い
も
少
し
淡
い
よ
う
だ
。
私
の
家

の
金
木
犀
は
も
う
咲
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
私
の
蕊
を
離
れ
る
日
も
近
づ
い
て
き

九
。
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