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楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

坂　

井　

多
穂
子

　

南
宋
の
楊
萬
里
（
字
は
誠
齋
）
が
膨
大
な
数
の
雨
の
詩
を
制
作
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る1
が
、恵
み
の
雨
を
「
禱い

の

」
り
、降
雨
を
「
喜
」

ぶ
詩
を
多
作
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。「
喜
雨
」
詩
と
い
え
ば
、
盛
唐
の
杜
甫
の
「
春
夜
喜
雨
」
詩
が
有
名
で

あ
る
が
、
そ
の
杜
甫
の
「
喜
雨
」
詩
は
計
五
首
で
あ
る2
。
矢
嶋
美
都
子
氏
が
い
う
よ
う
に3
、「
喜
雨
」
詩
は
、
魏
の
曹
植
以
来
、
盛
唐
ま

で
は
、「
宮
廷
詩
人
的
立
場
の
詩
人
に
よ
っ
て
詩
題
と
そ
の
詠
じ
る
内
容
を
變
え
ず
に
詠
い
繼
が
れ
て
き
た
一
首
の
特
殊
な
雨
の
詩
群
」

で
あ
っ
た
。
矢
嶋
氏
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
詩
の
内
容
は
、「
天
（
天
子
）
の
德
を
稱
え
る
表
現
、
雨
が
降
る
豫
兆
、
雨
が
降
っ
て
い
る
様
子
、

秋
に
は
良
い
穀
物
が
収
穫
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
五
穀
豊
穰
を
言
祝
ぐ
表
現
」
の
四
項
目
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
盛
唐
以
降
は
「
多

様
化
」
を
み
せ
る
と
指
摘
す
る
。

　

本
論
考
で
は
、「
喜
雨
」
の
詩
の
み
な
ら
ず
「
禱
雨
」
の
詩4
な
ど
雨
を
待
ち
望
む
詩
群
に
も
視
野
を
広
げ
て
、
楊
萬
里
が
そ
れ
ら
の
作

品
に
お
い
て
い
か
に
恵
み
の
雨
を
乞
い
、
喜
ん
だ
の
か
、
時
期
（
年
齢
）
に
よ
る
そ
の
特
徴
の
変
遷
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
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楊
萬
里
集
は
「
一
官
一
集5
」、
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
の
官
職
の
在
任
期
間
の
作
品
が
ひ
と
つ
の
集
に
ま
と
め
ら
れ
、
全
部
で
九
集
存
在
す

る
。
本
論
で
取
り
あ
げ
る
「
禱
雨
」
の
詩
と
「
喜
雨
」
の
詩
は
、
楊
萬
里
の
第
一
集
『
江
湖
集
』
に
九
首
、
第
二
集
『
荊
溪
集
』
に
四
首
、

第
五
集
『
朝
天
集
』
に
一
首
、
第
八
集
『
江
東
集
』
に
二
首
、
第
九
集
『
退
休
集
』
に
六
首
、
計
二
十
二
首6
み
え
る
。
楊
萬
里
が
生
涯
に

わ
た
っ
て
つ
ね
に
恵
み
の
雨
の
多
寡
を
気
に
か
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

そ
れ
以
外
の
時
期
の
集
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
時
期
に
旱
魃
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
以

外
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
孝
宗
が
旱
魃
に
対
す
る
意
見
を
求
め
た
の
に
応
え
て
楊
萬
里
が
「
旱
嘆
應
詔
上
疏
」
を
上
奏
し
た

淳
煕
十
四
（
一
一
八
七
）
年
、彼
は
ほ
か
に
「
聖
上
閔
雨
、遍
禱
未
應
、下
詔
避
殿
減
膳
、感
歎
賦
之
」
詩
一
首
（
巻
二
十
三
『
朝
天
集
』）

を
作
っ
て
い
る
。
天
子
が
憂
え
、
臣
下
も
天
子
に
上
奏
す
る
ほ
ど
の
ひ
ど
い
旱
魃
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
詠
っ
た
詩
は
一
首
の
み
と
い

う
の
は
、
い
さ
さ
か
少
な
い7
。
そ
の
詩
は
、
雨
乞
い
も
効
果
む
な
し
い
こ
と
を
憂
え
た
「
聖
上
」（
孝
宗
）
の
「
避
殿
減
膳
」
し
て
楽
し

み
を
排
除
す
る
姿
勢
に
、
楊
萬
里
が
「
感
歎
」
し
て
「
賦
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
旱
魃
は
天
子
の
施
政
に
対
す
る
「
天
意
」
と
み
な
さ
れ

て
い
た
。
詩
の
内
容
は
天
子
の
徳
あ
る
行
い
を
た
た
え
る
な
ど
、
矢
嶋
氏
の
い
う
四
項
目
に
属
す
る
内
容
を
詠
い
あ
げ
、
伝
統
的
な
手
法

に
沿
っ
た
作
詩
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
楊
萬
里
自
身
の
「
閔
雨
」（
雨
不
足
を
憂
え
る
）
の
感
情
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
期
、

楊
萬
里
は
都
臨
安
に
て
尚
書
省
右
司
左
司
郎
中
、
東
宮
侍
讀
官
を
兼
任
し
、
政
府
の
中
枢
に
あ
っ
た
。『
朝
天
集
』
に
は
ほ
か
に
雨
を
待

ち
望
む
詩
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
楊
萬
里
が
「
宮
廷
詩
人
的
立
場
」
で
形
式
重
視
の
作
品
を
多
作
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
積
極
的
で
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

生
涯
を
通
じ
て
「
禱
雨
」
の
詩
と
「
喜
雨
」
の
詩
を
制
作
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
次
に
挙
げ
る
時
期
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
。

（
一
）
零
陵　

三
十
六
～
三
十
七
歳
（
二
首
）



九
一

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

（
二
）
故
郷　

三
十
九
～
四
十
歳
（
七
首
）

（
三
）
毘
陵
、
常
州　

五
十
一
～
五
十
二
歳
（
四
首
）

（
四
）
故
郷　

六
十
六
～
八
十
歳
（
六
首
）

　
（
一
）
と
（
三
）
は
地
方
官
在
任
時
、（
二
）
と
（
四
）
は
故
郷
吉
州
で
の
作
で
、
故
郷
で
の
作
が
多
い
。
ま
た
、（
四
）
は
退
居
後
で

あ
る
こ
と
か
ら
、「
宮
廷
詩
人
的
立
場
」（
矢
嶋
氏
）
で
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、「
禱
雨
」「
喜
雨
」
の
詩
を
作
り
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
章
以
下
、
四
つ
の
時
期
に
お
け
る
「
禱
雨
」「
喜
雨
」
の
詩
の
特
徴
と
変
化
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

一　

零
陵
に
て

　

楊
萬
里
が
は
じ
め
て
「
旱
」
を
主
題
に
し
た
の
は
、管
見
で
は
「
視
旱
憩
鏡
田
店
」
詩
（
巻
一
『
江
湖
集
』
所
収
）
で
あ
る
。「
鏡
田
店
」

は
薛
瑞
生8
に
よ
れ
ば
、「
永
州
之
村
鎭
名
、
具
體
所
在
未
詳
」
で
あ
る
か
ら
、
永
州
零
陵
縣
丞
の
在
任
中
に
、
所
轄
の
旱
魃
の
状
況
を
視

察
し
た
時
の
こ
と
を
詠
う
。
こ
の
詩
は
楊
萬
里
三
十
六
歳
の
紹
興
三
十
二
（
一
一
六
二
）
年
七
月
に
、
江
西
詩
派
と
決
別
す
べ
く
、
そ
れ

以
前
の
作
品
千
首
餘
を
焚
き
棄
て
た
直
後
の
作
で
あ
る
。
詩
の
冒
頭
で
、

走
檄
堪
頻
捧
、	

檄
を
走
ら
せ　

頻
り
に
捧
ぐ
に
堪
う

嚴
程
敢
少
徐
。	

嚴
程　

敢
え
て
少
し
く
も
徐
ろ
に
せ
ん
や
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と
、
旱
魃
を
戦
に
た
と
え
、「
檄
」
文
（
緊
急
文
書
）
を
「
走
」
ら
せ
て
、
過
密
日
程
を
急
ぎ
こ
な
さ
ん
と
す
る
。
零
陵
縣
丞
と
し
て
旱

魃
を
は
や
く
終
わ
ら
せ
た
い
と
の
楊
萬
里
の
使
命
感
と
焦
り
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
直
後
の
作
で
あ
る
「
視
旱
遇
雨
」
詩
は
、
旱
魃
の
視
察
の
最
中
に
雨
に
遭
っ
た
こ
と
を
詠
う9
。
詩
全
体
を
挙
げ
る
と
、

已
旱
何
秋
雨
、	
已
に
し
て
旱	

何
ぞ
秋
に
雨
ふ
る

無
禾
始
水
聲
。	
禾
無
く	

始
め
て
水
聲
。

病
民
豈
天
意
、	

民
を
病
ま
し
む
る
は	

豈
に
天
意
な
ら
ん
、

致
此
定
誰
生
。	

此
を
致
す
は	
定
め
て
誰
か
生
ず
る
。

湯
爪
寧
須
剪
、	

湯
爪	

寧
ろ
須
ら
く
剪
る
べ
し
、

桑
羊
可
緩
烹
。	

桑
羊	

烹
を
緩
む
べ
し
。

小
儒
空
自
歎
、	

小
儒	

空む

な自
し
く
歎
き
、

得
到
鳳
凰
城
。	

鳳
凰
城
に
到
る
を
得
。

「
旱
魃
に
な
っ
て
久
し
い
の
に
な
ぜ
秋
に
雨
が
降
る
の
か
。
稲
も
無
く
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
雨
音
が
す
る
と
は
遅
す
ぎ
る
。
人
民
を
苦

し
め
る
の
は
天
の
意
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
誰
の
し
わ
ざ
か
。
張
湯
の
爪
は
切
る
べ
き
だ
し
、
桑
弘
羊
は
酷
刑

を
緩
め
る
べ
き
だ
。
私
は
そ
う
嘆
き
な
が
ら
永
州
の
街
に
到
着
し
た
」
と
詠
う
。「
湯
爪
」
は
『
史
記
』「
酷
吏
列
傳
」
に
み
え
る
酷
吏
の

張
湯
の
爪
の
こ
と
で
、「
桑
羊
」
は
『
漢
書
』「
霍
光
傳
」
に
み
え
る
酷
吏
の
桑
弘
羊
を
指
す
。
二
人
の
酷
吏
は
こ
こ
で
は
民
衆
を
苦
し
め

る
旱
魃
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。
杜
甫
が
「
好
雨	

時
節
を
知
る
、春
に
當
た
り
て
乃
ち
發
生
す
」（「
春
夜
喜
雨
」
詩
）
と
詠
っ
た
よ
う
に
、



九
三

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

万
物
の
「
發
生
」
を
助
け
る
「
時
節
」
を
外
さ
ず
に
降
る
の
が
「
好
雨
」
で
あ
る
。
本
詩
の
よ
う
に
時
期
を
得
ず
に
降
る
雨
は
、「
喜
」

ば
し
い
も
の
で
は
な
い
。「
湯
爪
」「
桑
羊
」
に
対
し
て
な
す
す
べ
も
な
い
「
小
儒
」（
楊
萬
里
）
は
、
無
力
感
に
お
そ
わ
れ
て
「
空
自
」

し
く
「
歎
」
い
て
永
州
に
到
着
し
た10
。
こ
の
詩
に
み
る
第
一
期
の
楊
萬
里
は
「
禱
雨
」（
雨
乞
い
）
し
つ
つ
も
、
降
っ
た
雨
を
「
喜
」
ぶ

こ
と
も
な
か
っ
た
。
旱
魃
と
時
期
外
れ
の
雨
を
「
視
」
る
だ
け
の
受
け
身
で
無
力
な
お
の
れ
を
た
だ
「
歎
」
い
て
い
る
。

二　

故
郷
に
て

　

零
陵
縣
丞
の
任
期
が
満
ち
て
隆
興
元
（
一
一
六
三
）
年
春
に
楊
萬
里
は
帰
郷
し
た
。
亡
父
楊
芾
の
服
喪
中
の
乾
道
元
（
一
一
六
五
）

年
三
十
九
歳
の
時
、
厳
し
い
「
旱
」
が
一
帯
を
襲
い
、
楊
萬
里
は
「
禱
雨
」
の
詩
と
「
喜
雨
」
の
詩
を
立
て
続
け
に
制
作
す
る
。「
憫
旱
」、

「
和
蕭
伯
振
禱
雨
」、「
旱
後
郴
寇
又
作
」、「
旱
後
喜
雨
四
首
」、「
和
昌
英
叔
夏
至
喜
雨
」、「
還
家
秋
夕
飲
中
喜
雨
」、「
晩
登
清
心
閣
望
雨
」

の
七
作
品
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
巻
三
『
江
湖
集
』
所
収
）。
そ
の
う
ち
、
旱
魃
を
憂
え
る
「
憫
旱
」
詩
は
、
全
十
七
句
で
四
度
換
韻
す
る
。

冒
頭
に
、
雨
を
呼
ぶ
と
い
わ
れ
る
「
鳴
鳩
」
や
「
阿
香
」
な
ど
の
伝
説
上
の
動
物
や
人
物
を
と
り
あ
げ
て
、
か
れ
ら
の
働
き
が
足
り
な
い

こ
と
を
嘆
い
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

下
田
半
濕
高
全
坼
、	

下
田	

半
ば
濕
る
も	

高
き
は
全
く
坼
け

幼
秧
欲
焦
老
差
碧
。	

幼
秧	

焦
げ
ん
と
欲
し	

老
い
た
る
は
差	

碧
な
り

書
生
所
向
便
四
壁
、	

書
生	

向
か
う
所
は
便
ち
四
壁

賣
漿
逢
寒
歩
逢
棘
。	

漿
を
賣
り
寒
に
逢
い	

歩	

棘
に
逢
う
が
ご
と
し
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旱
魃
が
田
に
与
え
た
影
響
と
田
の
持
ち
主
の
窮
状
に
つ
い
て
詠
う
。「
下
の
田
は
半
分
ほ
ど
湿
っ
て
い
る
が
高
い
と
こ
ろ
の
田
は
地
割
れ

を
お
こ
し
て
い
る
。
幼
い
苗
は
焦
げ
付
き
そ
う
で
、
成
長
し
た
苗
は
や
や
緑
色
を
保
っ
て
い
る
。
私
の
向
か
う
の
は
四
方
に
壁
が
あ
る
だ

け
の
粗
末
な
あ
ば
ら
屋
で
、飲
み
物
を
売
り
歩
き
、寒
波
の
な
か
、棘
を
踏
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
そ
ろ
そ
ろ
歩
く
」。
こ
の
詩
の
「
書
生
」

は
当
時
、
故
郷
に
て
無
官
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
楊
萬
里
自
身
。
口
に
糊
す
る
た
め
に
飲
み
物
を
売
り
歩
い
て
い
た
の
か
。

還
家
浪
作
飽
飯
謀
、	
家
に
還
り
浪み

だ

り
に
作
す	

飽
飯
の
謀

買
田
三
歳
兩
無
秋
。	
田
を
買
い
て
三
歳	

兩
に
秋
無
し

一
門
手
指
百
二
十
、	

一
門	
手
指	
百
二
十

萬
斛
量
不
盡
窮
愁
。	

萬
斛	

量
る
も	
窮
愁	

盡
き
ず

「
故
郷
に
帰
っ
て
来
た
と
き
は
、
こ
れ
で
腹
一
杯
食
べ
ら
れ
る
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
が
、
田
ん
ぼ
を
買
っ
て
三
年
、
そ
の
う
ち
二
年
は
秋

の
収
穫
が
な
か
っ
た
。
わ
が
家
族
は
百
二
十
本
の
指
、
十
二
人
。
悩
み
苦
し
み
は
一
万
斛
で
も
量
り
つ
く
せ
な
い
」。
零
陵
の
任
が
満
ち

て
帰
郷
し
て
か
ら
三
年
が
経
っ
た
。
大
家
族
を
抱
え
、
帰
郷
当
初
の
「
飽
飯
謀
」
の
当
て
が
外
れ
て
生
活
苦
に
あ
え
い
で
い
る
。
こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
彼
自
身
は
、零
陵
時
代
の
「
旱
」
を
「
視
」
察
す
る
官
吏
で
は
な
く
、「
旱
」
の
影
響
を
直
接
受
け
る
ひ
と
り
の
農
夫
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
局
外
者
の
「
歎
」
で
は
な
く
、
当
事
者
の
「
窮
愁
」
を
詠
う
。

小
兒
察
我
慘
不
樂
、	

小
兒	

我
の
慘
み
樂
し
ま
ざ
る
を
察
し

旋
沽
村
酒
聊
相
酌
。	

旋
り
て
村
酒
を
沽
い	

聊
か
相
い
酌
す



九
五

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

更
哦
子
美
醉
時
歌
、	

更
に
哦
う	

子
美	

醉
時
の
歌

焉
知
餓
死
填
溝
壑
。	

焉
く
ん
ぞ
知
ら
ん	

餓
死
し
て
溝
壑
を
填
む
る
を
と

水
車
啞
啞
止
復
作
。	

水
車	

啞
啞	

止
ま
り
復
た
作
す

わ
が
子
は
私
が
惨
め
た
ら
し
く
楽
し
く
な
い
気
持
ち
で
い
る
の
を
察
知
し
、
村
の
酒
を
買
っ
て
き
て
酌
を
し
て
く
れ
る
。
酔
っ
た
私
は
さ

ら
に
杜
子
美
の
「
酔
時
歌
」
を
口
ず
さ
む
。「
焉
く
ん
ぞ
知
ら
ん	

餓
死
し
て
溝
壑
を
填
む
る
を
」
と
。
水
車
は
ぎ
し
ぎ
し
と
止
ま
っ
て
は

ま
た
動
き
出
す
。

　

こ
の
段
の
み
奇
数
句
か
ら
な
る
。「
酔
時
歌
」
は
杜
甫
が
四
十
三
歳
、
鬱
々
と
過
ご
し
て
い
た
無
官
の
時
に
、
同
じ
く
不
遇
の
友
、「
虞

文
館
鄭
虔
」
に
贈
っ
た
も
の
で
、「
錢
を
得
て
即
ち
相
い
覓
め
、酒
を
沽
い
復
た
疑
わ
ず11
」、銭
を
手
に
入
れ
る
と
迷
う
こ
と
な
く
酒
を
買
い
、

「
但
だ
覺
ゆ	

高
歌	

鬼
神
有
る
を
、
焉
く
ん
ぞ
知
ら
ん	

餓
死
し
て
溝
壑
を
填
む
る
を12
」、
高
ら
か
に
歌
え
ば
鬼
神
の
手
助
け
が
あ
る
か
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
餓
死
し
て
溝
や
渓
に
骨
を
埋
め
よ
う
と
気
に
な
ら
な
い
、
と
酒
の
力
で
不
遇
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
。
楊
萬
里
は
「
慘

不
樂
」
な
る
気
持
ち
を
、
杜
甫
に
な
ら
っ
て
酔
っ
て
紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
。
た
だ
、「
水
車
」
は
相
変
わ
ら
ず
水
不
足
で
止
ま
っ
た
り
動

い
た
り
を
繰
り
返
し
、「
鬼
神
」
の
手
助
け
は
得
ら
れ
な
い
。「
啞
啞
」
と
鳴
く
「
水
車
」
の
音
を
き
き
な
が
ら
、「
餓
死
」
が
近
づ
い
て

い
る
こ
と
を
楊
萬
里
は
「
酔
」
い
な
が
ら
も
感
じ
て
い
る
。

　

楊
萬
里
は
「
禱
雨
」
の
詩
や
「
喜
雨
」
の
詩
に
お
い
て
、し
ば
し
ば
杜
甫
を
ふ
ま
え
て
い
る
。「
憫
雨
」
詩
と
同
時
期
の
「
和
蕭
伯
振
禱
雨
」

詩
の
尾
聯
に
、

未
辭
托
命
長
鑱
柄
、	

未
だ
命
を
長
鑱
柄
に
托
す
る
を
辭
さ
ず
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黄
獨
那
能
支
一
年
。	

黄
獨	

那
ぞ
能
く
一
年
を
支
え
ん
や
。

「
長
鑱
柄
に
命
を
託
す
の
は
辞
さ
な
い
が
、
土
い
も
だ
け
で
一
年
を
過
ご
せ
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
の
は
、
杜
甫
の
「
乾
元
中
寓
居
同

谷
縣
作
歌
七
首	
其
二
」
の
、

長
鑱
長
鑱
白
木
柄
、	
長
鑱	

長
鑱	

白
木
柄

我
生
託
子
以
爲
命
。	
我
が
生	

子
に
託
し
て
以
て
命
と
爲
す

黄
獨
無
苗
山
雪
盛
、	

黄
獨	
苗
無
く	

山
雪	

盛
ん
な
り

短
衣
數
挽
不
掩
脛
。	

短
衣	

數
し
ば
挽
く
も
脛
を
掩
わ
ず

「
長
鑱
柄
（
長
い
柄
の
つ
い
た
す
き
）
よ
、
き
み
に
我
が
命
を
託
そ
う
、
土
い
も
は
山
に
雪
が
盛
ん
に
積
も
っ
て
見
つ
か
ら
な
い
し
、
私

は
そ
の
雪
の
な
か
、
裾
の
短
い
衣
を
何
度
引
っ
張
っ
て
も
脛
を
隠
せ
な
い
」
を
ふ
ま
え
、
我
が
身
の
窮
状
と
心
境
を
杜
甫
の
そ
れ
に
重
ね

て
い
る
。

　
「
旱
後
郴
寇
又
作
」
に
触
れ
て
お
き
た
い
。「
郴
寇
」
と
は
、「
憫
旱
」
詩
と
同
じ
乾
道
元
（
一
一
六
五
）
年
の
五
月
、
郴
州
（
今
の
湖

南
省
郴
県
）
の
民
、
李
金
が
起
こ
し
た
乱
を
指
す13
。「
旱
」
の
「
後
」
と
い
う
が
、「
好
雨
」
の
喜
び
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
冒
頭
に
、

自
憐
秋
蝶
生
不
早
、　

自
ら
憐
れ
む	

秋
蝶	

生
ま
る
る
こ
と
早
か
ら
ざ
る
を
、

只
與
夜
蛩
聲
共
悲
。　

只	

夜
蛩
と	

聲	

共
に
悲
し
。



九
七

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

「
蝶
は
本
来
生
ま
れ
る
べ
き
春
で
は
な
く
秋
に
生
ま
れ
、
夜
に
蟋
蟀
と
共
に
鳴
く
し
か
な
い
」
と
、
太
平
の
時
代
に
生
ま
れ
得
な
か
っ
た

不
遇
を
「
秋
蝶
」
に
な
ぞ
ら
え
て
嘆
く14
。
そ
し
て
、詩
の
後
半
に
は
、視
線
を
我
が
身
の
不
遇
か
ら
「
郴
寇
」
に
転
じ
、次
の
よ
う
に
詠
う
。

去
秋
今
夏
旱
相
繼
、	

去
秋	

今
夏	

旱	

相
い
繼
ぎ
、

淮
江
未
靖
郴
江
沸
。	
淮
江	

未
だ
靖
か
ら
ざ
る
も	

郴
江	

沸
く
。

餓
夫
相
語
死
不
愁
、	
餓
夫	
相
い
語
る
に	

死
も
愁
え
ず

今
年
官
免
和
糴
不
。	

今
年	
官	
和
糴
を
免
ず
る
や
不
や
と
。

昨
秋
か
ら
の
相
継
ぐ
旱
魃
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
「
寇
」（
賊
）
の
「
餓
夫
」
は
口
々
に
、「
餓
死
す
る
こ
と
は
怖
く
な
い
が
、
今
年
、
お
上

は
穀
物
の
買
い
上
げ
（「
和
糴
」）
を
免
除
し
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
。「
寇
」
と
呼
び
な
が
ら
も
、
彼
ら
に
対
す
る
楊
萬
里
の

ま
な
ざ
し
は
同
情
的
で
あ
る
。「
餓
夫
」
の
「
愁
」
え
て
い
る
の
は
「
餓
死
」
で
は
な
く
、「
和
糴
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
李
金
の
乱
の

原
因
は
「
旱
」
で
は
な
く
苛
政
に
あ
る
と
楊
萬
里
は
「
餓
夫
」
の
台
詞
の
形
を
と
っ
て
言
う
。
類
似
の
句
は
、
さ
き
ほ
ど
の
「
和
蕭
伯
振

禱
雨
」
詩
に
も
み
え
る
。

餓
死
何
愁
更
平
糴
、	

餓
死	

何
ぞ
愁
え
ん	

更
に
平
糴
あ
る
を
、

野
夫
半
去
只
荒
田
。	

野
夫	

半
ば
は
去
り	

只	

荒
田
あ
る
の
み
。



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

九
八

「
餓
死
せ
ん
と
す
る
時
に
平
糴
（
穀
物
の
買
い
上
げ
）
の
こ
と
ま
で
心
配
し
て
い
ら
れ
る
も
の
か
。
農
民
は
半
分
が
土
地
を
捨
て
去
り
、

あ
と
に
は
荒
れ
田
の
み
が
残
っ
て
い
る
」。
こ
の
後
は「
未
辭
托
命
長
鑱
柄
、黄
獨
那
能
支
一
年
」（
前
出
）で
結
ば
れ
、全
詩
を
通
し
て
、「
餓

死
」
の
恐
怖
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
「
旱
後
郴
寇
又
作
」
の
「
寇
」
が
「
愁
」
え
る
の
は
「
和
糴
」
で
あ
り
、
苛
政

で
あ
る
。
第
一
期
の
「
視
旱
遇
雨
」
詩
で
は
、「
民
」
を
「
病
」
ま
し
む
「
旱
」
を
、
張
湯
・
桑
弘
羊
の
酷
吏
に
た
と
え
、「
旱
」
の
無
慈

悲
を
訴
え
た
が
、
本
詩
の
「
民
」
は
「
旱
」
の
み
な
ら
ず
苛
政
に
も
「
病
」
ま
し
め
ら
れ
て
い
る
。「
餓
夫
」
の
叫
び
は
、
旱
魃
の
「
相
」

い
「
繼
」
ぐ
現
状
が
こ
の
苛
政
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
旱
魃
は
苛
政
に
対
す
る
「
天
意
」
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て

い
る
。

　
「
喜
雨
」
の
詩
群
を
み
て
み
よ
う
。

　

第
二
期
に
は
、「
旱
後
喜
雨
四
首
」、「
和
昌
英
叔
夏
至
喜
雨
」、「
還
家
秋
夕
飲
中
喜
雨
」、「
晩
登
清
心
閣
望
雨
」
が
あ
る
。「
禱
雨
」
の

詩
と
の
相
違
点
は
も
ち
ろ
ん
、
降
雨
の
描
写
の
有
無
に
あ
る
。
雨
の
情
景
を
描
く
句
を
以
下
に
な
ら
べ
る
。

平
生
愁
聽
芭
蕉
雨
、	

平
生	

芭
蕉
雨
を
聽
く
を
愁
う

何
事
今
來
聽
不
愁
。	

何
事
ぞ	

今
來	

聽
く
も
愁
え
ざ
る
。

（「
旱
後
喜
雨
四
首	

其
四
」）

花
外
緑
畦
深
没
鶴
、	

花
外	

緑
畦	

深
く
鶴
没
す

來
看
莫
惜
下
邳
侯
。	

來
た
り
て
看
よ	

下
邳
侯
を
惜
し
む
莫
か
れ



九
九

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

（「
和
昌
英
叔
夏
至
喜
雨
」）

秋
雨
亦
嫌
秋
熱
在
、	

秋
雨	

亦	

秋
熱	

在
る
を
嫌
い

打
荷
飄
竹
爲
人
來
。	

荷
を
打
ち	

竹
を
飄
し	

人
の
爲
に
來
た
る
。

（「
還
家
秋
夕
飲
中
喜
雨
」）

喜
雨
不
但
人
、	

雨
を
喜
ぶ
は
但
だ
人
の
み
に
あ
ら
ず

松
竹
亦
鼓
舞
。	

松
竹
も
亦	
鼓
舞
す
。

（「
晩
登
清
心
閣
望
雨
」）

　

こ
れ
ら
の
用
例
に
は
、
雨
を
喜
ぶ
自
然
物
、
す
な
わ
ち
、
雨
音
を
た
て
る
「
芭
蕉
」
の
葉
や
、
湿
気
を
含
む
風
景
に
う
も
れ
た
「
鶴
」、

雨
風
に
揺
れ
る
「
荷
」「
竹
」「
松
竹
」
と
い
っ
た
観
賞
用
の
風
雅
な
動
植
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
き
に
み
た
「
禱
雨
」
の
詩
で
は
、

稲
や
「
黄
獨
」（
土
い
も
）
な
ど
、
生
活
と
密
接
な
農
作
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
稲
が
枯
死
せ
ん
と
す
る
危
機
と
「
餓
死
」
の
危
機
に
瀕

す
る
農
夫
が
描
か
れ
て
い
た
。
生
活
臭
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
だ
が
、恵
み
の
雨
が
降
っ
た
と
た
ん
、農
村
に
居
り
な
が
ら
、「
雨
」
を
「
喜
」

ぶ
稲
を
描
か
な
い
。
そ
の
雨
を
「
喜
」
ぶ
の
は
枯
死
の
危
機
を
脱
し
た
稲
で
は
な
く
、「
禱
雨
」
の
詩
に
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た

風
雅
な
動
植
物
で
あ
る
。

　

風
雅
な
動
植
物
が
雨
を
「
喜
」
ぶ
情
景
は
、
餓
死
の
危
機
を
脱
し
た
詩
人
の
安
堵
感
を
表
し
て
い
よ
う
。
杜
甫
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
そ

の
「
喜
雨
」
詩
に
、
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巣
燕
高
飛
盡
、	

巣
燕	

高
飛
し
盡
く
し
、

林
花
潤
色
分
。	

林
花	

潤
色	

分
か
る
。

「
巣
に
い
た
燕
は
み
な
高
く
飛
ん
で
ゆ
き
、林
の
花
は
潤
い
を
帯
び
て
色
の
濃
淡
が
は
っ
き
り
分
か
れ
た
」
と
、「
雨
」
を
「
喜
」
ぶ
「
燕
」

と
「
花
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
杜
甫
が
成
都
滞
在
時
、す
な
わ
ち
杜
甫
の
後
半
生
に
お
け
る
も
っ
と
も
平
穏
な
時
期
の
作
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
杜
甫
の
別
の
「
喜
雨
」
詩
に
は
、

穀
根
小
蘇
息
、	

穀
根	

小
し
く
蘇
息
し
、

沴
氣
終
不
滅
。	

沴
氣	

終
に
滅
せ
ず
。

と
、
雨
で
穀
物
の
根
が
少
し
息
を
吹
き
返
し
た
が
、「
沴
氣
」（
悪
気
）
が
ま
だ
殲
滅
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
愁
え
て
い
る
。
杜
甫
の
自

注
に
「
時
浙
右
多
盗
賊
」
と
い
う
よ
う
に
、
不
穏
な
世
情
に
対
す
る
不
安
が
そ
の
根
底
に
あ
る
。
不
安
要
素
が
消
え
て
安
堵
し
て
初
め
て
、

風
雅
な
花
鳥
に
目
を
向
け
る
余
裕
が
生
じ
る
。
楊
萬
里
も
同
じ
心
境
で
あ
ろ
う
。

三　

常
州
に
て

　

楊
萬
里
は
、
淳
熙
四
（
一
一
七
七
）
年
春
、
五
十
一
歳
の
時
に
常
州
の
知
州
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
常
州
在
任
時
期
は
、
彼
の
文
学
活
動
に

お
い
て
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
翌
淳
熙
五
（
一
一
七
八
）
年
五
十
二
歳
の
元
旦
の
朝
、「
忽
若
有
寤
」、突
如
、詩
作
に
悟
り
、



一
〇
一

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

「
於
是
辭
謝
唐
人
、
及
王
・
陳
・
江
西
諸
君
子
皆
不
敢
學
、
而
後
欣
如
也
」、
そ
れ
ま
で
詩
作
の
手
本
に
し
て
き
た
晩
唐
の
詩
人
や
王
安
石
、

陳
師
道
、
江
西
詩
派
の
作
品
に
別
れ
を
告
げ
、
ま
る
で
、「
萬
象
畢
來
、
獻
予
詩
材
」、
目
に
映
る
全
て
の
も
の
が
自
分
に
詩
の
材
料
を
提

供
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
詩
作
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
う15
。
こ
の
転
機
は
、「
禱
雨
」「
喜
雨
」
の
詩
の
制
作
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
年
、
常
州
に
旱
魃
が
発
生
し
、
楊
萬
里
は
「
常
州
禱
雨
疏
」「
又
常
州
禱
雨
疏
」
と
い
う
「
禱
雨
」
に
つ
い
て
の
文
書
を
上
奏
し
、

さ
ら
に
「
禱
雨
報
恩
、
因
到
翟
園
」、「
六
月
喜
雨
」、「
和
李
子
壽
通
判
、
曾
慶
祖
判
院
投
贈
喜
雨
口
號
」、「
望
雨
」
の
四
詩
に
お
い
て
降

雨
の
喜
び
を
詠
っ
て
い
る
（
常
州
時
期
に
は
「
禱
雨
」
の
詩
は
な
い
）。

　
「
常
州
禱
雨
疏
」
に
は
、「
吏
之
多
罪
、積
繆
政
以
傷
和
」
と
、「
吏
」
の
立
場
か
ら
旱
魃
の
原
因
は
お
の
れ
の
「
繆
政
」（
誤
っ
た
政
治
）

に
あ
る
と
し
て
、お
の
れ
の
「
多
罪
」
を
認
め
て
い
る
。「
又
常
州
禱
雨
疏
」
に
よ
れ
ば
、「
仲
夏
」（
五
月
）
に
「
藝
其
苗
」（
其
の
苗
を
藝う

え
）

た
も
の
の
「
無
寸
之
水
」（
一
寸
も
水
が
な
い
）
と
い
う
あ
り
さ
ま
。
し
か
し
、

守
臣
兩
月
禱
山
川
、	

守
臣	

兩
月	

山
川
に
禱
り
、

詔
旨
纔
頒
便
沛
然
。	

詔
旨	

纔
か
に
頒た

ま

わ
る
や
便
ち
沛
然
た
り

（「
六
月
喜
雨	

三
首	

其
一
」）

二
ヶ
月
間
、「
守
臣
」（
楊
萬
里
）
の
雨
乞
い
の
効
果
は
な
か
っ
た
が
、
六
月
に
「
詔
旨
」
を
賜
っ
た
と
た
ん
に
土
砂
降
り
に
な
っ
た
。「
好

雨
」（
杜
甫
。
前
出
）
は
古
来
、
ま
つ
り
ご
と
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
り
、
旱
魃
は
悪
政
に
対
す
る
天
か
ら
の
罰
と
み
な

さ
れ
て
い
た
た
め
、
楊
萬
里
は
五
月
以
来
の
旱
魃
を
お
の
れ
に
対
す
る
天
か
ら
の
叱
責
と
し
、
六
月
の
降
雨
を
天
子
に
対
す
る
天
か
ら
の
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こ
と
ほ
ぎ
と
み
な
し
、
天
子
の
た
め
に
「
喜
」
ん
だ
。
こ
の
時
期
の
楊
萬
里
は
、
為
政
者
の
一
人
で
あ
る
み
ず
か
ら
に
旱
魃
の
原
因
が
あ

る
と
認
識
し
て
「
旱
」
を
憂
い
、「
民
」
の
た
め
に
雨
を
乞
い
豊
穣
の
秋
の
到
来
を
願
っ
て
い
る
。

　

雨
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

夢
中
檐
溜
作
灘
聲
、	

夢
中	

檐	

溜
り
て	

灘
聲
を
作
し
、

幼
竹
新
荷
總
解
鳴
。	
幼
竹	

新
荷	

總
て
解
く
鳴
く
。

曉
色
滿
城
渾
是
喜
、	
曉
色	
滿
城	

渾
て
是
れ
喜
な
り
、

更
無
一
寸
旱
時
情
。	

更
に
一
寸
の
旱
時
の
情
無
し
。

（「
和
李
子
壽
通
判
、
曾
慶
祖
判
院
投
贈
喜
雨
口
號
」
其
四
）

の
よ
う
に
、
楊
萬
里
は
屋
内
に
い
て
、
軒
を
滝
の
よ
う
に
滴
り
落
ち
る
雨
音
や
、
風
雨
に
打
た
れ
た
「
幼
竹
」「
新
荷
」
の
「
鳴
」
く
音

に
耳
を
す
ま
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
雨
を
喜
ぶ
風
雅
な
植
物
を
描
い
て
い
る
が
、
第
二
期
と
の
違
い
は
、
楊
萬
里
が
農
村
に
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
常
州
の
城
内
に
住
む
楊
萬
里
の
目
に
映
る
の
は
「
滿
城
」（
常
州
の
城
内
）
の
情
景
で
あ
っ
て
、農
村
の
田
畑
で
は
な
い
。「
雨
」

を
「
喜
」
ぶ
農
作
物
を
描
か
な
い
の
は
、
そ
れ
が
目
に
触
れ
る
距
離
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
農
村
の
描
写
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
も

の
の
、

雨
早
些
時
打
麥
殘
、	

雨	

些
時
も
早
け
れ
ば	

麥
の
殘
れ
る
を
打
た
ん
、

雨
遲
許
日
即
秧
乾
。	

雨	

許
日
よ
り
遲
け
れ
ば	

即
ち
秧
乾
か
ん
。
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楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

雨
の
降
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
少
し
で
も
ず
れ
れ
ば
、
刈
り
取
っ
て
干
し
て
い
る
麦
を
濡
ら
し
た
り
、
稲
の
苗
を
枯
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
、
と
詠
う
。「
麥
」
や
「
秧
」
は
、
こ
の
た
び
の
雨
が
「
時
節
」
を
「
知
」
る
「
好
雨
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
引
き
合
い

に
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、農
村
の
実
景
の
描
写
で
は
な
か
ろ
う
。
第
三
期
の
楊
萬
里
は
、常
州
城
内
に
住
む
「
吏
」
と
し
て
「
雨
」
を
「
喜
」

ん
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
「
喜
」
び
の
表
出
も
単
純
で
は
な
い
。
同
じ
年
の
作
「
望
雨
」
の
一
部
を
次
に
挙
げ
る
。

山
川
已
遍
走
、	

山
川	
已
に
遍
く
走
り
、

雲
物
竟
索
寞
。	

雲
物	

竟
に
索
寞
た
り
。

雙
鬢
愁
得
白
、	

雙
鬢	

愁
い
て
白
き
を
得
、

兩
膝
拜
將
剥
。	

兩
膝	

拜
し
て
將
に
剥
が
れ
ん
と
す
。

早
知
今
有
雨
、	

早
に
今
雨
有
る
を
知
ら
ば
、

老
懷
枉
作
惡
。	

老
懷	

枉
げ
て
惡
を
作
さ
ん
や
。

「
雨
乞
い
の
た
め
に
私
は
山
川
を
く
ま
な
く
走
り
回
り
、
そ
こ
で
見
た
景
色
は
が
っ
か
り
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
旱
魃
を
愁
う
あ
ま
り

に
両
側
の
鬢
の
毛
は
白
く
な
り
、
雨
を
求
め
て
跪
い
た
た
め
に
両
膝
は
擦
り
剥
け
て
剥
が
れ
落
ち
そ
う
だ
。
今
雨
が
降
る
と
も
っ
と
早
く

に
分
か
っ
て
い
た
ら
、
無
理
を
し
て
心
を
傷
め
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
に
」。
詩
題
が
「
喜
雨
」
で
は
な
く
「
望
雨
」（
雨
を
眺
め
る
）
で

あ
る
こ
と
が
暗
に
物
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
楊
萬
里
は
雨
を
降
っ
た
こ
と
を
手
放
し
で
喜
ん
で
い
る
よ
う
で
は
な
い
。
五
十
二

歳
の
老
体
に
鞭
打
っ
て
懸
命
に
雨
乞
い
を
し
た
こ
と
を
む
し
ろ
悔
い
て
い
る
。
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な
お
、「
望
雨
」
と
い
う
題
の
作
品
は
第
二
期
に
も
制
作
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
冒
頭
に
「
雨
を
憫
え
雲
を
見
る
を
喜
び
、
雲
を
喜

び
雨
ふ
ら
ざ
る
を
愁
う16
」（「
晩
登
清
心
閣
望
雨
」
詩
。
四
十
四
歳
、故
郷
吉
州
）
と
旱
魃
の
不
安
と
降
雨
へ
の
期
待
を
詠
い
、つ
づ
い
て
「
雨

を
喜
ぶ
は
但
だ
人
の
み
に
あ
ら
ず
、松
竹
も
亦	

鼓
舞
す17
」
と
率
直
に
雨
を
喜
ぶ
も
の
だ
っ
た18
。
そ
れ
に
対
し
て
、こ
の
第
三
期
の
「
望
雨
」

詩
の
末
句
は
、
雨
が
降
る
と
分
か
っ
て
い
た
な
ら
雨
乞
い
で
無
理
を
し
な
か
っ
た
の
に
、
と
一
見
、
為
政
に
か
か
わ
る
者
ら
し
か
ら
ぬ
不

真
面
目
な
物
言
い
で
あ
る
。
自
分
が
身
を
す
り
減
ら
さ
な
く
と
も
、
降
る
時
に
は
降
る
、
と
ま
る
で
雨
乞
い
な
ど
効
果
が
な
い
と
言
わ
ん

ば
か
り
だ
が
、
こ
れ
は
降
雨
の
喜
び
を
逆
説
的
に
語
る
も
の
、
周
汝
昌
の
言
を
借
り
れ
ば
、「
喜
極
之
語19
」、
喜
び
が
極
ま
り
度
を
失
っ
た

の
で
あ
る
。四　

故
郷
に
退
居
し
て

　

江
東
転
運
副
使
と
し
て
建
康
に
い
た
紹
煕
三
（
一
一
九
二
）
年
、
六
十
六
歳
の
楊
萬
里
は
、
江
南
諸
郡
に
鉄
銭
会
子
の
使
用
を
命
ず
る

朝
廷
に
上
訴
す
る
も
容
れ
ら
れ
ず
に
離
職
し
、
秋
に
帰
郷
し
た
。
こ
の
あ
と
、
八
十
歳
で
死
ぬ
ま
で
の
第
四
期
の
十
五
年
間
を
故
郷
吉
州

に
退
居
し
て
、
第
二
期
と
同
様
、
稲
を
作
っ
て
過
ご
し
た
。
こ
の
時
期
の
作
品
に
は
、「
喜
雨
」、「
六
月
初
四
日
往
雲
際
院
、
田
間
雨
足
、

喜
而
賦
之
」、「
久
旱
禱
雨
不
應
、
晴
天
忽
落
數
點
」、「
夏
夜
喜
雨
」、「
九
月
三
日
喜
雨
、
蓋
不
雨
四
十
日
矣
」、「
病
中
喜
雨
、
呈
李
吉
州
」

が
あ
り
、
う
ち
四
首
が
雨
を
喜
ぶ
作
品
で
あ
る
。

　

第
四
期
に
お
け
る
「
禱
雨
」
の
詩
は
、「
久
旱
禱
雨
不
應
、
晴
天
忽
落
數
點
」
の
七
絶
一
首
の
み
。
次
に
そ
の
全
体
を
挙
げ
る
。

烈
日
秋
來
曬
殺
人
、	

烈
日	

秋
來	

人
を
曬
殺
し
、
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五

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

青
天
半
點
更
無
雲
。	

青
天	

半
點	

更
に
雲
無
し
。

忽
傳
天
上
真
珠
落
、	

忽
ち
天
上
よ
り
傳
わ
り
て	

真
珠	

落
ち
、

未
到
半
空
成
水
銀
。	

未
だ
半
空
に
到
ら
ず
し
て	

水
銀
と
成
る
。

雨
乞
い
の
甲
斐
な
く
続
く
旱
魃
の
日
々
の
な
か
で
、
突
然
、「
晴
天
」
か
ら
落
ち
て
き
た
「
數
點
」（
数
滴
の
水
）
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。

照
り
つ
け
る
（「
曬
殺
」）
よ
う
な
烈
し
い
日
差
し
（「
烈
日
」）
の
続
く
「
秋
」
に
、
豊
か
な
実
り
は
期
待
で
き
ぬ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は

触
れ
ず
、「
忽
傳
天
上
真
珠
落
、未
到
半
空
成
水
銀
」、舞
い
落
ち
る
数
片
の
雪
が
、空
中
で
解
け
て
雨
と
な
っ
た
の
を
「
真
珠
」
や
「
水
銀
」

に
喩
え
る
。
さ
き
に
み
た
「
禱
雨
」
の
詩
群
に
描
か
れ
て
き
た
の
は
枯
死
せ
ん
と
す
る
農
作
物
や
困
窮
す
る
農
夫
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
詩

は
そ
う
い
っ
た
生
活
臭
や
焦
燥
感
と
は
無
縁
で
あ
る
。
楊
萬
里
は
雨
を
求
め
て
頭
上
を
見
上
げ
た
時
、「
青
天
」（
碧
空
）
か
ら
落
ち
て
来

る
数
滴
の
雫
の
輝
き
に
眼
を
奪
わ
れ
た
。
宝
石
の
よ
う
に
美
し
い
、
と
感
じ
た
ま
ま
に
描
い
た
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
。「
旱
」
続
き
の

乾
い
た
地
で
期
待
さ
れ
る
の
は
、「
霖
」（
三
日
以
上
続
く
長
雨
）で
あ
っ
て20
、わ
ず
か
数
滴
の
し
ず
く
で
は
な
い
。
晴
れ
渡
っ
た
空
に「
雲
」

は
な
く
、「
霖
」
の
兆
し
は
見
出
せ
な
い
が
、数
滴
し
か
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
無
念
は
描
か
れ
な
い
。「
憫
雨
喜
見
雲
、喜
雲
愁
不
雨
」

（「
晩
登
清
心
閣
望
雨
」
詩
、
前
出
）
の
よ
う
な
、
雨
の
兆
し
を
発
見
し
て
か
ら
ぬ
か
喜
び
に
終
わ
る
（
ま
た
は
雨
が
降
っ
て
喜
ぶ
）
ま

で
の
経
過
と
心
の
動
き
も
な
い
。
兆
し
を
見
つ
け
た
瞬
間
の
情
景
の
み
を
切
り
取
っ
た
。
生
活
や
社
会
の
こ
と
は
し
ば
し
忘
れ
、
目
に

留
ま
っ
た
も
の
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
る
詩
人
楊
萬
里
。
齢
七
十
五
を
越
え
て
い
な
が
ら
、
ま
る
で
子
供
の
よ
う
な
感
性
を
み
せ
て
い
る
。

「
萬
象
畢
來
、
獻
予
詩
材
」（
前
出
）。
数
滴
の
雨
が
瞬
時
に
し
て
、「
詩
材
」
と
し
て
「
獻
」
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
喜
雨
」
の
詩
群
に
も
、
こ
れ
以
前
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
該
当
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。
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歳
歳
只
愁
炊
與
釀
、	

歳
歳	

只
え
に
愁
う	

炊
と
釀
と
を
、

今
愁
無
甑
更
無
缾
。	

今
愁
う	

甑
無
く	

更
に
缾
無
き
を
。

（「
喜
雨
」）

今
歳
應
須
熟
、	
今
歳	

應ま

さ須
に
熟
す
べ
し
、

餘
生
有
底
愁
。	
餘
生	
底な

ん

の
愁
有
ら
ん
。

無
人
知
喜
事
、	

人
の
喜
事
を
知
る
無
し
、

課
僕
織
新
篘
。	

僕
に
課
し
て
新
篘
を
織
ら
し
む
。

（「
夏
夜
喜
雨
」）

稻
裏
雲
初
活
、	

稻
裏	

雲	

初
め
て
活
き
、

蕎
梢
雪
再
鋪
。	

蕎
梢	

雪	

再
び
鋪
く
。

老
農
啼
又
笑
、	

老
農	

啼
き
又
笑
う
、

欲
去
且
安
居
。	

去
か
ん
と
欲
す
る
も
且
く
安
居
す
。

（「
九
月
三
日
喜
雨
、
蓋
不
雨
四
十
日
矣
」）

こ
れ
ら
の
三
詩
に
は
、「
老
農
」（
楊
萬
里
）
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
年
は
飯
と
酒
の
心
配
を
し
て
い
た
が
、
今
年
は
そ
れ
ら
を
容

れ
る
器
が
な
い
の
が
悩
み
だ
、
と
食
料
不
足
が
解
消
さ
れ
て
物
不
足
を
詠
う
「
喜
雨
」
詩
。
今
年
の
収
穫
は
期
待
で
き
る
し
、
余
生
は
も
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楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

う
心
配
な
い
か
ら
下
僕
に
酒
を
濾
す
道
具
を
作
ら
せ
よ
う
、
と
や
は
り
生
活
用
品
の
不
足
を
詠
う
「
夏
夜
喜
雨
」
詩
。
水
を
得
て
元
気
を

取
り
戻
し
た
農
作
物
に
安
堵
し
て
「
啼
」
き
「
笑
」
い
な
が
ら
そ
の
場
に
佇
む
「
九
月
三
日
喜
雨
、
蓋
不
雨
四
十
日
矣
」
詩
。
こ
れ
ら
の

作
品
で
は
、
お
上
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
暮
ら
し
の
安
定
を
「
喜
」
ぶ
農
夫
が
描
か
れ
る
。
と
く
に
第
一
首
の
「
喜
雨
」

詩
の
、
あ
え
て
「
喜
」
ば
ず
「
憫
」
え
続
け
る
姿
に
は
諧
謔
味
が
感
じ
ら
れ
る
。「
雨
」
を
「
喜
」
ぶ
農
夫
は
こ
れ
以
前
の
「
喜
雨
」
の

詩
群
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い21
。

　

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」「
禱
雨
」
の
詩
は
、
立
場
の
変
化
（
自
ら
が
農
夫
で
あ
る
か
否
か
）
に
伴
っ
て
、
そ
の
内
容
も
変
化
す
る
。
零
陵

知
縣
の
第
一
期
は
、
旱
魃
を
「
視
」
る
だ
け
の
、
無
力
な
局
外
者
で
あ
っ
た
。
故
郷
に
暮
ら
し
た
第
二
期
で
は
、
旱
魃
に
困
窮
す
る
農
夫

の
み
が
描
か
れ
、
雨
を
得
た
農
夫
の
喜
び
は
描
か
れ
な
か
っ
た
。
詩
的
悟
り
を
得
た
常
州
知
州
の
第
三
期
で
は
、
楊
萬
里
は
為
政
に
か
か

わ
る
者
と
し
て
「
天
子
」
の
た
め
に
雨
を
喜
ん
だ
。
退
居
後
の
第
四
期
に
は
、「
禱
雨
」
よ
り
も
「
喜
雨
」
を
重
点
的
に
描
き
、
雨
を
喜

ぶ
農
夫
を
実
感
を
こ
め
て
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
楊
萬
里
の
多
様
性
と
変
化
は
、「
喜
雨
」
詩
と
い
う
も
と
は
限
ら
れ
た
内
容
を
詠
っ
た

詩
群
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
折
々
の
雨
の
喜
び
を
「
正
心
誠
意
」
に
写
し
出
し
た
結
果
で
あ
る
。

1　

銭
鍾
書
『
談
藝
録
』（
中
華
書
局	

一
九
八
四
年
）、
陳
平
「
楊
万
里
の
自
然
描
写

─
『
雨
』
を
中
心
に

─
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
系
列
第

二
十
九
号	

平
成
十
四
年
三
月
）
な
ど
に
み
え
る
。

2　

う
ち
一
首
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て
は
、「
喜
晴
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。

3　

矢
嶋
美
都
子
「
豊
作
を
言
祝
ぐ
詩

─
『
喜
雨
』
詩
か
ら
『
喜
雪
』
詩
へ

─
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
十
九
集	

一
九
九
七
年
十
月
）

4　

本
論
文
で
は
、
雨
を
待
ち
望
む
詩
と
い
う
意
で
、「
憫
雨
」
詩
も
「
禱
雨
」
の
詩
に
入
れ
た
。
ま
た
、「
旱
」
を
詩
題
に
掲
げ
た
詩
も
対
象
と
す
る
。



東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号

一
〇
八

5　
『
瀛
奎
律
髓
』
巻
一
「
登
覽
類
」
に
、「
楊
誠
齋
詩
一
官
一
集
、
毎
一
集
必
一
變
」
と
い
う
。

6　
『
江
湖
集
』「
視
旱
憩
鏡
田
店
」「
視
旱
遇
雨
」（
以
上
、巻
一
、零
陵
、三
十
六
～
三
十
七
歳
）。「
憫
旱
」「
和
蕭
伯
振
禱
雨
」「
旱
後
郴
寇
又
作
」「
旱
後
喜
雨
四
首
」

「
和
昌
英
叔
夏
至
喜
雨
」（
以
上
、
巻
三
、
故
郷
、
三
十
九
歳
）。「
還
家
秋
夕
飲
中
喜
雨
」（
以
上
、
巻
四
、
故
郷
、
四
十
～
四
十
一
歳
）。「
晩
登
清
心
閣
望
雨
」

（
以
上
、
巻
六
、
奉
新
、
四
十
四
歳
～
四
十
九
歳
）。『
荊
溪
集
』「
禱
雨
報
恩
、
因
到
翟
園
」（
以
上
、
巻
八
、
毗
陵
、
五
十
一
～
五
十
二
歳
）。「
六
月
喜
雨
」

「
和
李
子
壽
通
判
、
曾
慶
祖
判
院
投
贈
喜
雨
口
號
」「
望
雨
」（
以
上
、
巻
九
、
常
州
、
五
十
二
歳
）。『
朝
天
集
』「
聖
上
閔
雨
、
遍
禱
未
應
、
下
詔
避
殿
減
膳
、

感
歎
賦
之
」（
以
上
、
巻
二
十
三
、
建
康
、
六
十
一
歳
）。『
江
東
集
』「
中
元
前
賀
余
處
恭
尚
書
禱
雨
沛
然
霑
足
」（
以
上
、
巻
三
十
一
、
建
康
、
六
十
四
～

六
十
五
歳
）。「
行
部
有
日
喜
雨
」（
以
上
、
巻
三
十
二
、
池
州
・
宣
州
、
六
十
五
歳
。『
退
休
集
』「
喜
雨
」「
六
月
初
四
日
往
雲
際
院
、
田
間
雨
足
、
喜
而
賦

之
」（
以
上
、
巻
三
十
六
、
故
郷
、
六
十
六
～
六
十
九
歳
）。「
久
旱
禱
雨
不
應
、
晴
天
忽
落
數
點
」（
以
上
、
巻
四
十
、
故
郷
、
七
十
五
歳
）。「
夏
夜
喜
雨
」

（
以
上
、
巻
四
十
一
、
故
郷
、
七
十
六
～
七
十
七
歳
）。「
九
月
三
日
喜
雨
、
蓋
不
雨
四
十
日
矣
」（
以
上
、
巻
四
十
一
、
故
郷
、
七
十
六
～
七
十
七
歳
）。「
病

中
喜
雨
、
呈
李
吉
州
」（
以
上
、
巻
四
十
二
、
故
郷
、
七
十
七
～
八
十
歳
）。
な
お
、
本
論
文
で
取
り
あ
げ
る
楊
萬
里
の
作
品
は
、『
楊
萬
里
集
箋
校
』（
全
十
冊
。

楊
萬
里
著	

辛
更
儒
箋
校	

中
華
書
局	

中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書	

二
〇
〇
七
年
九
月
）
を
底
本
に
使
用
し
た
。

7　

後
述
す
る
よ
う
に
、
常
州
で
の
地
方
官
時
代
に
も
、
地
方
官
と
し
て
雨
乞
い
を
す
る
疏
を
二
篇
制
作
し
て
い
る
が
、
詩
も
数
首
制
作
し
て
い
る
。

8　
『
誠
齋
詩
集
箋
證
』
薛
瑞
生
校
箋	

陝
西
出
版
集
團	

三
秦
出
版
社	
二
〇
一
一
年
九
月

9　

蕭
東
海
は
、
こ
の
詩
を
「
九
月
末
旬
」
の
作
と
す
る
（『
楊
萬
里
年
譜
』
上
海
三
聯
書
店	

二
〇
〇
七
年
）。

10　
「
鳳
凰
城
」
に
つ
い
て
、
薛
瑞
生
は
「
指
京
都
」
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は
永
州
の
こ
と
と
解
釈
し
た
。

11　

得
錢
即
相
覓
、
沽
酒
不
復
疑
。

12　

但
覺
高
歌
有
鬼
神
、
焉
知
餓
死
填
溝
壑
。

13　
『
宋
史
』
巻
三
十
三
「
孝
宗
紀
一
」
に
、「
乾
道
元
年
・
・
・
五
月
丙
子
、
郴
州
盗
李
金
復
作
亂
、
遣
兵
討
捕
之
。・
・
・
八
月
癸
未
、
獲
李
金
」
と
い
う
。



一
〇
九

楊
萬
里
の
「
喜
雨
」
詩
に
つ
い
て

14　
『
楊
萬
里
選
集
』
周
汝
昌
選
注	

上
海
古
籍
出
版
社	

一
九
七
九
年

15　
「
荊
溪
集
序
」

16　
「
憫
雨
喜
見
雲
、
喜
雲
愁
不
雨
」。

17　
「
喜
雨
不
但
人
、
松
竹
亦
鼓
舞
」。

18　

こ
の
詩
の
「
望
雨
」
と
い
う
詩
題
は
、「
降
雨
を
待
ち
望
む
（
ま
だ
降
っ
て
い
な
い
）」
と
い
う
意
に
も
解
釈
で
き
な
く
は
な
い
が
、こ
こ
で
は
「
雨
を
眺
め
る
」

の
意
に
と
っ
た
。

19　

周
汝
昌
前
掲
書
。

20　

雨
乞
い
に
成
功
し
た
余
處
恭
尚
書
に
対
し
て
、「
尚
書
幸
有
爲
霖
手
、
偏
灑
江
東
作
麽
生
」（「
中
元
前
賀
余
處
恭
尚
書
禱
雨
沛
然
霑
足
」
詩
。
巻
三
十
一
『
江

東
集
』）
と
こ
と
ほ
い
で
い
る
。

21　

た
だ
し
、
第
三
期
の
常
州
の
「
望
雨
」
詩
に
は
、「
定
知
秧
疇
滿
、
想
見
田
父
樂
」（
定
め
て
知
る	

秧
疇	

滿
つ
る
を
、
想
見
す	

田
父	

樂
し
む
を
）
と
、
雨
の

激
し
さ
か
ら
「
田
父
」
が
田
に
水
が
満
ち
る
の
を
「
樂
」
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
「
想
見
」（
想
像
）
し
て
い
る
。


