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一

湯　

谷　

祐　

三

明
代
の
文
人
と
西
湖
を
味
わ
う
―
高
濂
著
『
四
時
幽
賞
』
試
訳
（
下
）

―

　
　
　
　
　

五
、
和
刻
本
の
刊
行
と
『
四
時
幽
賞
』
の
意
義

　

前
号
の
解
題
に
付
け
加
え
て
、
そ
こ
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
和
刻
本
刊
行
の
い
き
さ
つ
に
触
れ
、
あ
わ
せ
て
『
四
時
幽
賞
』
を
紹
介

す
る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

和
刻
本
『
四
時
幽
賞
』
に
は
、
本
文
の
後
に
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
野
間
三
竹
の
跋
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
林
鵞

峯
の
跋
、
年
次
未
詳
な
る
も
恐
ら
く
寛
文
七
年
の
人
見
竹
洞
の
跋
、
そ
し
て
寛
文
七
年
の
野
間
三
竹
の
跋
、
以
上
四
つ
の
跋
文
が
つ
け

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
和
刻
本
刊
行
の
経
緯
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
林
羅
山
の
門
人
で
幕
府
の
奥
医
師
で
あ
る
野
間
三
竹
は
、
か
ね
て
愛
読
す
る
高
濂
の
『
遵
生
八
箋
』
の
中
で
も
『
四
時

幽
賞
』
を
も
っ
と
も
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
抜
き
出
し
、
さ
ら
に
画
工
に
依
頼
し
て
こ
れ
に
絵
を
付
し
た
。
そ
れ
は
寛
永
の
末
年
（
一

六
四
三
）
ま
で
に
完
成
し
て
お
り
、
最
初
の
跋
文
は
こ
の
時
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
三
竹
は
こ
れ
を
文
房
の
伴
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二

侶
と
し
て
賞
翫
し
て
い
た
が
、
そ
の
絵
の
出
来
映
え
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
再
度
「
良
工
」
に
依
頼
し
て
、
よ
り
良
い
も
の

を
描
か
せ
た
い
と
願
っ
た
が
、
そ
の
画
工
は
「
宦
事
」（
幕
府
の
仕
事
）
に
忙
し
く
、
三
竹
の
依
頼
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

し
か
る
に
、
幼
少
期
よ
り
親
交
の
あ
る
老
中
の
板
倉
重
矩
（
そ
の
老
中
就
任
は
寛
文
五
年
＝
一
六
六
五
）
に
訳
を
話
す
と
、
い
わ
ば

鶴
の
一
声
に
よ
っ
て
五
人
の
画
工
が
集
ま
り
、
た
ち
ま
ち
に
新
た
な
絵
が
完
成
し
た
。
そ
の
画
工
と
は
、
探
幽
斎
守
信
、
す
な
わ
ち
狩

野
探
幽
以
下
狩
野
家
の
面
々
で
あ
る
（
守
信
・
安
信
・
益
信
・
常
信
・
時
信
）。
そ
し
て
、
そ
の
装
瀇
（
装
幀
）
に
は
下
総
関
宿
藩
主
の

板
倉
重
常
（
重
矩
の
従
兄
弟
の
子
）
が
あ
た
り
、
清
書
は
人
見
竹
洞
・
狛こ
ま

庸ひ
ろ
し・
北
嶋
三
立
（
雪
山
）
が
行
い
、
最
後
に
羅
山
の
嗣
子
で

あ
る
鵞
峯
が
後
叙
を
添
え
て
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
完
成
し
た
。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
人
物
を
見
る
と
、幕
府
の
学
頭
林
家
の
関
係
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
発
願
者
た
る
野
間
三
竹
は

林
羅
山
の
門
人
で
あ
る
。
鵞
峯
は
羅
山
の
嗣
子
で
あ
り
、
寛
文
四
年
に
設
立
さ
れ
た
国
史
館
に
お
い
て
、『
本
朝
通
鑑
』
編
纂
の
指
揮
を

と
っ
て
い
た
（
寛
文
十
年
完
成
）。
人
見
竹
洞
や
狛
庸
は
林
家
の
門
人
で
国
史
館
の
館
員
で
あ
る
。
三
竹
は
東
上
す
る
た
び
に
足
繁
く
国

史
館
へ
通
っ
て
い
た
こ
と
が
、
鵞
峯
の
『
国
史
館
日
録
』
の
記
事
か
ら
わ
か
る
。
北
嶋
三
立
は
肥
後
の
人
。
熊
本
藩
の
儒
医
で
寛
文
七

年
に
は
『
肥
後
国
郡
一
統
志
』
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
。
長
崎
に
遊
学
し
て
黄
檗
僧
よ
り
唐
様
の
書
を
学
ん
で
お
り
書
家
と
し

て
も
知
ら
れ
る
。
鵞
峯
・
竹
洞
ら
と
も
交
際
し
て
い
た
よ
う
で
、
跋
文
に
は
三
竹
の
「
門
人
」
と
あ
る
。
板
倉
重
矩
と
三
竹
と
は
、
重

矩
の
追
悼
文
集
に
鵞
峯
や
竹
洞
と
並
ん
で
一
文
を
寄
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
和
刻
本『
四
時
幽
賞
』は
、
林
家
の
周
辺
に
集
う
ご
く
親
し
い
人
間
関
係
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ

て
は
、
漢
文
を
読
み
、
書
く
こ
と
が
日
常
茶
飯
の
業
務
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
娯
楽
、
息
抜
き
な
の
で
あ
っ
て
、
三
竹
の
製
作
に
か

か
る
絵
入
り
『
四
時
幽
賞
』
か
ら
、
明
代
中
華
文
人
の
自
然
観
照
の
実
態
を
学
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
は
、
三
竹
本
『
四
時
幽
賞
』
に
付
さ
れ
た
絵
の
作
成
に
は
、
老
中
板
倉
重
矩
の
指
示
に
よ
り
狩
野
派
一
門
が

関
与
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
狩
野
派
三
兄
弟
で
あ
る
守
信
・
尚
信
・
安
信
の
う
ち
、
既
に
死
亡
し
て
い
る
尚
信
を
除
い
て
、
探
幽
斎
守
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三

信
と
安
信
が
参
加
し
、
守
信
の
養
子
で
あ
る
益
信
、
故
尚
信
の
嗣
子
常
信
、
安
信
の
長
男
時
信
が
加
わ
っ
て
お
り
、
江
戸
前
期
狩
野
派
の

中
枢
す
べ
て
が
関
わ
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
豪
華
な
も
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
、
老
中
重
矩
か
ら
の
直
接
の
依
頼
が
大
き
く
働
い
た
と
思

わ
れ
る
。
江
戸
期
に
狩
野
派
が
関
わ
っ
た
版
本
の
画
譜
と
い
う
点
で
は
、
慶
長
年
間
刊
の
『
帝
鑑
図
説
』
に
続
く
も
の
と
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
三
竹
が
製
作
を
依
頼
し
た
絵
入
り
の『
四
時
幽
賞
』は
、
画
と
本
文
が
肉
筆
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
一

点
物
で
あ
ろ
う
。
そ
の
装
幀
は
巻
子
本
と
冊
子
体
の
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
鵞
峯
が
「
一
帖
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
冊

子
体
で
本
文
と
絵
が
対
に
な
っ
た
、
つ
ま
り
和
刻
本
の
よ
う
な
体
裁
の
画
帖
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら

現
存
を
聞
か
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
肉
筆
本
『
四
時
幽
賞
』
を
も
と
に
し
て
寛
文
八
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
和
刻
本
『
四
時
幽
賞
』
な
の
で
あ
る
。
刊
記
は

「
寛
文
八
年
戊
申
夷
則
下
旬
、
洛
陽
小
川
、
林
和
泉
掾
」
と
す
る
（
夷
則
は
旧
暦
七
月
の
異
称
）。
こ
の
林
和
泉
掾
と
は
、
京
都
の
書
肆

出
雲
路
家
の
こ
と
で
、
幕
府
と
公
家
の
両
方
に
つ
な
が
り
を
も
ち
、
京
都
第
一
の
格
式
を
ほ
こ
る
版
元
で
あ
っ
た
。
当
時
『
本
朝
通
鑑
』

編
纂
中
の
国
史
館
に
も
し
ば
し
ば
出
入
り
し
て
お
り
（『
国
史
館
日
録
』）、
野
間
三
竹
自
身
こ
の
書
肆
か
ら
『
桑
華
紀
年
』
七
巻
や
『
本

朝
詩
英
』
五
巻
な
ど
を
刊
行
し
て
い
る
。
現
在
『
四
時
幽
賞
』
の
和
刻
本
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
や
早
稲
田
大
学
な
ど
、
い
く
つ
か

の
公
的
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
が
、
そ
の
影
印
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
和
刻
本
を
見
る
限
り
、
そ
の
書
体
は
版
本
に
通
行
の
書
体
で
、
一

筆
で
あ
る
よ
う
に
見
え
、
と
て
も
三
人
の
手
が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
し
、
各
章
ご
と
に
付
け
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
に
つ

い
て
も
、
参
加
し
た
と
い
う
狩
野
派
五
人
の
誰
に
よ
る
も
の
か
は
全
く
区
別
で
き
な
い
。

　

三
竹
の
た
め
に
狩
野
派
を
動
員
し
た
老
中
板
倉
重
矩
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
重
矩
は
寛
文
八
年
の
五
月
に
京
都

所
司
代
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
和
刻
本
『
四
時
幽
賞
』
を
手
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
重
矩
が
、
所
司

代
在
任
中
の
約
二
年
半
の
間
に
、『
牧
民
忠
告
』『
荒
政
要
覧
』『
新
註
無
冤
録
』
と
い
う
三
種
類
の
実
用
的
な
漢
籍
を
、
無
刊
記
本
で
和

刻
刊
行
し
た
こ
と
が
最
近
判
明
し
、
既
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
本
誌
四
五
号
・
四
六
号
の
拙
稿
参
照
）。
重
矩
が
こ
れ
ら
三
種
を
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四

ど
こ
か
ら
刊
行
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
無
刊
記
本
で
あ
る
が
故
に
定
か
で
は
な
い
が
、
如
上
の
よ
う
な
人
間
関
係
か
ら
す
る
と
、
や
は

り
林
和
泉
掾
か
ら
の
刊
行
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
重
矩
が
生
前
に
刊
行
を
く
わ
だ
て
、
そ
の
死
後
に
刊
行

さ
れ
た
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の
版
元
は
林
和
泉
掾
で
あ
る
。

　

さ
て
、
野
間
三
竹
が
あ
え
て
『
四
時
幽
賞
』
の
刊
行
を
発
願
し
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
竹
自
身
が
寛
永
二
十
年
八

月
の
跋
文
で
語
っ
て
い
る
（
原
漢
文
）。

高
深
甫
氏
（
高
濂
）
の
書
い
た
も
の
だ
け
を
持
っ
て
小
堂
に
坐
り
、
小
冊
子
を
開
け
ば
、
花
や
雲
が
目
の
前
に
広
が
り
、
雪
や
月

が
後
ろ
に
行
き
交
う
。
こ
の
身
、
こ
の
心
の
ま
ま
で
、
林
泉
に
入
り
、
高
山
に
遊
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
巻
を
開
い
て
い
る
間
は
、
茫

然
と
し
て
世
間
の
こ
と
を
忘
れ
る
。
後
に
こ
の
作
品
を
読
む
も
の
は
、
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
竹
が
自
然
そ
の
も
の
を
、『
四
時
幽
賞
』
と
い
う
文
字
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
、
世
事
を
忘
れ
る
ぐ
ら
い
に
楽
し

ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
決
し
て
西
湖
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
頁
を
め
く
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。

　

前
稿
の
解
題
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
四
時
幽
賞
』
の
編
者
高
濂
は
そ
れ
ま
で
の
西
湖
文
献
と
は
全
く
異
な
り
、「
西
湖
」
に
堆
積
し
た

歴
史
的
事
項
や
文
学
作
品
を
主
体
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
彼
自
身
が
西
湖
の
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
身
を
お
い

て
感
じ
た
印
象
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
彼
が
取
り
上
げ
る
多
く
の
自
然
美
は
、
高
山
か
ら
見
た
朝
日
に
し
て
も
、
雪
景
色
の
湖
水
で

あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
西
湖
で
な
け
れ
ば
味
わ
え
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
、
春
夏
秋
冬
全
四
十
八
箇
条
に
及
ぶ
、
こ
れ

だ
け
の
自
然
美
を
一
箇
所
で
鑑
賞
で
き
る
場
所
と
い
う
の
は
、
中
国
広
し
と
言
え
ど
も
、
や
は
り
西
湖
に
指
を
屈
す
る
、
と
い
う
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
西
湖
と
は
、
か
よ
う
に
「
個
に
し
て
普
遍
」
な
性
格
を
も
っ
た
得
難
い
舞
台
な
の
で
あ
る
。

　

後
輩
の
人
見
竹
洞
が
そ
の
跋
文
の
中
で
羨
望
す
る
よ
う
に
、
三
竹
自
身
、
京
都
北
山
の
郊
外
白
雲
渓
に
山
荘
を
か
ま
え
て
お
り
、
普

段
か
ら
自
然
に
親
し
む
こ
と
の
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
。
林
鵞
峯
は
そ
の
跋
文
の
中
で
、
三
竹
の
心
中
を
推
し
量
り
、
い
み
じ
く
も
次

の
よ
う
に
指
摘
す
る
（
原
漢
文
）。
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五

こ
こ（
白
雲
渓
―
引
用
者
注
）で
、
こ
の
図
を
開
い
て
高
濂
氏
の
異
朝
に
お
け
る
そ
の
様
子
を
よ
び
起
こ
せ
ば
、
目
覚
め
て
は
高
氏

と
志
を
同
じ
く
し
、
眠
れ
ば
高
氏
と
同
じ
夢
を
み
る
。
す
な
わ
ち
、
高
氏
が
三
竹
で
あ
る
の
か
、
三
竹
が
高
氏
で
あ
る
の
か
、
わ

か
ら
な
く
な
る
。

　

西
湖
の
自
然
そ
の
も
の
を
深
く
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
己
の
心
身
を
養
い
、
つ
い
に
は
西
湖
と
一
体
と
な
っ
た
か
の
ご
と
き
観
の
あ

る
高
濂
の
『
四
時
幽
賞
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
三
竹
も
ま
た
高
濂
と
一
体
化
し
て
、
自
分
の
目
で
自
然
そ
の
も
の
を
楽
し
む
術

を
身
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。
三
竹
は
高
濂
か
ら
、
自
分
と
自
然
と
の
間
に
何
者
を
も
介
在
さ
せ
な
い
自
然
観
照
の
態
度
を
学
ん
だ
の
だ
。

　

日
本
に
は
、
す
で
に
室
町
期
よ
り
、
狩
野
派
に
よ
っ
て
大
画
面
に
描
か
れ
た
西
湖
図
屏
風
な
ど
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
ら
の
絵
を
通
し
て
西
湖
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
現
実
の
自
然
そ
の
も
の
に
接

す
る
時
、
い
っ
た
い
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
咀
嚼
し
た
ら
よ
い
の
か
。
辞
書
的
知
識
に
よ
る
解
説
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
自

然
の
本
質
そ
の
も
の
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
誰
も
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
三
竹
は
ま
さ
に
そ
の
点
に

お
い
て
『
四
時
幽
賞
』
の
特
色
を
発
見
し
、
和
刻
本
刊
行
に
よ
っ
て
広
く
世
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
次
（
秋
・
冬
）

秋
時
幽
賞
十
二
条

25
西
冷
橋
畔
酔
紅
樹 

26
宝
石
山
下
看
塔
灯 

27
満
家
巷
賞
桂
花 
28
三
塔
基
聴
落
雁 

29
勝
果
寺
月
岩
望
月 

30
水
楽
洞
雨
後
聴
泉 

31
資

巖
山
下
看
石
筍 

32
北
高
峯
頂
観
海
雲 

33
策
杖
林
園
訪
菊 

34
乗
舟
風
雨
聴
蘆 

35
保
叔
塔
頂
観
海
日 

36
六
和
塔
夜
玩
風
潮

冬
時
幽
賞
十
二
条

37
湖
凍
初
晴
遠
泛 

38
雪
霄
策
蹇
尋
梅 

39
三
茅
山
頂
望
江
天
雪
霄 

40
西
渓
道
中
玩
雪 

41
山
頭
玩
賞
茗
花 

42
登
眺
天
目
絶
頂 

43
山
居

聴
人
説
書 

44
掃
雪
烹
茶
玩
画 

45
雪
夜

芋
談
禅 

46
山
窓
聴
雪
敲
竹 

47
除
夕
登
呉
山
看
松
盆 

48
雪
後
鎮
海
楼
観
晩 

49
附
遊
説
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六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訳
文

秋
時
幽
賞
十
二
条

25
西
冷
橋
の
ほ
と
り
で
紅
葉
に
酔
う
。（
西
冷
橋
畔
酔
紅
樹
）*25

　

西
冷
は
湖
の
西
、
橋
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
。
唐
一
庵
先
生
の
墓
も
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
ま
わ
り
に
楓
や
柏
が
数
株
あ
り
、
秋
に
な
る

と
霜
は
紅
色
に
、
霧
は
紫
色
に
染
ま
り
、
入
り
交
じ
っ
て
林
と
な
る
。
そ
の
姿
は
夕
陽
に
映
え
て
あ
ざ
や
か
に
つ
や
や
か
で
人
の
目
を

奪
う
。
時
に
は
小
舟
に
酒
樽
を
積
み
込
み
、
橋
に
あ
が
り
風
景
を
鑑
賞
し
て
詩
を
吟
じ
る
。
あ
る
い
は
一
つ
二
つ
の
新
し
い
句
を
得
て
、

携
え
て
き
た
袋
か
ら
紅
葉
を
出
し
て
こ
れ
に
書
き
付
け
、
風
に
向
か
っ
て
水
に
投
げ
る
と
、
水
面
に
浮
か
ん
で
流
れ
に
し
た
が
い
、
ど

こ
ま
で
漂
っ
て
い
く
の
か
わ
か
ら
な
い
。
風
雅
な
気
持
ち
が
湧
き
上
が
っ
て
き
て
人
の
心
を
乱
す
。
月
夜
の
中
で
紅
葉
に
対
座
す
れ
ば
、

露
に
う
る
お
っ
て
紅
色
が
さ
ら
に
鮮
や
か
に
な
る
。
朝
も
や
に
目
を
凝
ら
し
て
眺
め
る
と
、
朝
焼
け
雲
の
よ
う
に
日
に
照
ら
さ
れ
て
美

し
い
。
ど
う
し
て
た
だ
、「
紅
葉
は
二
月
の
花
に
勝
る
」
と
の
み
言
え
よ
う
か
。

　

西
風
が
起
こ
る
と
一
葉
が
飛
び
、酒
樽
の
前
に
落
ち
る
。
そ
れ
は
秋
の
気
配
が
人
を
憐
れ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
わ
た
し
の
高
揚
し

た
歓
び
と
豪
快
に
酒
を
飲
む
楽
し
み
は
、
大
空
の
中
に
し
ぼ
ん
で
い
く
。（
落
葉
が
）
ひ
ら
ひ
ら
と
ひ
る
が
え
る
と
、
気
持
ち
は
冷
め
て

静
ま
っ
て
ゆ
く
。
な
ぜ
、
紅
葉
は
わ
た
し
を
と
り
こ
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
気
に
か
か
る
の
は
、
い
つ
の
日
に
か
そ
れ
が
枯
れ
朽
ち
、
砕

か
れ
て
焚
き
つ
け
と
な
り
、
西
冷
の
秋
の
光
景
を
、「
色
即
是
空
」
に
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
惜
し
い
の
は
、
肉
眼
に
見
え
る
姿

が
留
ま
ら
ず
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
空
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
い
っ
た
い
誰
が
、
紅
葉
の
た
め
に
生
死
の
大
法
則
を
う
ち
破
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
い
つ
か
因
果
が
め
ぐ
っ
て
き
た
な
ら
、
わ
た
し
は
つ
か
の
間
の
命
を
傷
む
文
を
作
っ
て
弔
い
と
し
よ
う
。

26
宝
石
山
の
ふ
も
と
で
塔
灯
を
見
る
。（
宝
石
山
下
看
塔
灯
）*26

　

保
叔
塔
は
省
内
の
も
っ
と
も
高
い
塔
で
あ
る
。
七
層
で
灯
火
を
燃
や
す
。
そ
の
周
り
に
百
個
の
灯
明
が
星
の
よ
う
に
入
り
交
じ
り
、
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七

煌
々
と
輝
い
て
空
を
照
ら
す
。
目
を
高
く
凝
ら
せ
ば
、ぼ
お
っ
と
し
て
空
の
中
か
ら
落
ち
て
き
た
よ
う
だ
。
と
も
し
火
の
影
は
湖
面
に
映

り
、
ま
た
一
つ
の
色
相
を
つ
く
る
。
え
び
の
鬚
の
よ
う
に
は
る
か
遠
く
ま
で
の
び
て
、
長
い
虹
の
よ
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
な
び
い
て
い
る
。

夜
は
静
か
で
水
は
冷
た
く
、
灯
火
は
み
ず
ち
の
洞
窟
ま
で
も
照
射
す
る
。
さ
ら
に
嬉
し
い
こ
と
に
は
、
風
が
さ
わ
や
か
で
湖
水
は
白
い
。

お
ご
そ
か
に
鵲
の
橋
を
渡
り
、
翼
を
生
や
し
て
、
は
や
く
天
の
川
を
渡
り
た
い
と
思
っ
た
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
、
鐘
や
磬
の
音
が
中
空

に
聞
こ
え
、
清
ら
か
な
読
経
の
声
が
天
か
ら
発
し
、
わ
た
し
の
欲
望
や
世
俗
の
塵
を
一
度
に
う
ち
破
り
、
清
浄
で
と
ら
わ
れ
の
な
い
境

地
に
し
て
く
れ
た
。

27
満
家
巷
で
桂
の
花
を
観
賞
す
る
。（
満
家
巷
賞
桂
花
）*27

　

桂
の
花
が
も
っ
と
も
盛
ん
に
咲
く
の
は
、
南
山
の
龍
井
に
多
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
が
満
家
巷
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
、
そ

の
桂
の
林
が
城
の
壁
の
よ
う
に
高
く
、
櫛
の
歯
の
よ
う
に
密
に
並
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
一
村
す
べ
て
が
花
を
売
る
こ
と
を
生な
り

業わ
い

に
し
て

お
り
、
省
内
の
各
所
は
（
す
べ
て
）
こ
こ
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
る
。

　

秋
に
な
る
と
、
足
の
弱
い
驢
馬
に
む
ち
打
っ
て
山
に
入
り
花
を
見
る
。
数
里
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
す
で
に
清
ら
か
な
香
り
に
触
れ

る
。
小
径
に
入
れ
ば
、
珠
英
（
桂
の
異
名
）
の
樹
木
が
そ
び
え
て
、
香
り
が
人
の
気
配
の
な
い
山
中
に
満
ち
て
い
る
。
こ
こ
ろ
よ
く
奥

深
い
お
も
む
き
を
味
わ
え
ば
、
霊
鷲
山
の
金
粟
世
界
に
入
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

　

龍
井
の
村
で
水
を
汲
ん
で
（
桂
花
を
）
お
茶
に
点
て
て
、
さ
ら
に
僧
院
の
厨
房
か
ら
山
の
野
菜
な
ど
を
も
ら
っ
て
、
お
か
ず
に
も
作

る
。
仙
遊
の
友
と
い
っ
し
ょ
に
大
い
に
食
せ
ば
、
か
ら
だ
の
中
全
体
が
花
の
香
り
で
馥
郁
と
な
る
。
帰
り
に
数
本
の
枝
を
携
え
て
、
書

斎
の
昼
寝
の
友
と
す
れ
ば
、
心
は
清
く
精
神
は
解
き
放
た
れ
て
、
夢
の
中
で
も
な
お
花
の
境
地
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

昔
か
ら
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
聖
な
る
桂
の
木
が
月
の
中
に
生
え
て
い
る
と
い
う
が
、
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
広
寒
宮

（
月
の
中
の
宮
殿
）
に
桂
が
生
え
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
か
な
ら
ず
、
雲
の
か
け
は
し
を
天
へ
の
通
路
に
し
て
、
そ
の
枝
を
折
っ
て
み
た
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八

い
も
の
だ
が
、
ど
う
し
て
い
つ
も
、
平
地
（
人
間
世
界
）
で
ば
か
り
（
そ
れ
が
）
盗
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
わ
し
い
も
の
だ
。

28
三
塔
の
も
と
で
落
雁
の
声
を
聞
く
。（
三
塔
基
聴
落
雁
）*28

　

秋
風
が
吹
く
と
雁
が
や
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
た
だ
水
草
が
生
え
て
広
々
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
選
ん
で
す
み
か
と
す
る
。
湖
上
で
は

三
塔
の
基
底
部
が
草
が
豊
か
で
沙
場
が
広
く
、雁
が
群
が
り
鳴
き
交
わ
し
て
舞
い
降
り
、渡
り
の
陣
形
を
解
い
て
休
息
す
る
場
所
と
な
っ

て
い
る
。
舟
を
仕
立
て
て
夜
に
坐
っ
て
聞
く
と
、
居
場
所
を
争
い
、
魚
を
つ
い
ば
む
こ
と
を
争
っ
て
、
そ
の
姿
は
湖
上
に
た
だ
よ
う
も

や
を
乱
し
て
い
る
。
水
面
に
宿
り
（
湖
面
に
映
っ
た
）
雲
の
中
に
眠
っ
て
、
そ
の
鳴
き
声
は
月
夜
に
凄
絶
に
響
く
。
三
塔
の
基
底
で
は
、

雁
の
玉
を
こ
ろ
が
す
よ
う
な
鳴
き
声
が
遠
く
ま
で
澄
み
わ
た
り
、
秋
の
声
で
耳
が
満
た
さ
れ
る
。
こ
れ
を
聞
け
ば
、
み
な
黙
り
こ
ん
で

し
ま
う
。

　

思
い
が
け
ず
、
あ
る
夜
、
西
風
が
吹
い
て
山
の
頂
上
の
樹
木
を
冷
や
し
て
紅
葉
さ
せ
、
湖
岸
は
露
で
寒
々
と
真
っ
白
に
な
る
。
こ
の
知

ら
せ
を
聞
く
と
普
通
の
人
は
喜
ば
な
い
が
、
た
だ
幽
賞
の
趣
味
を
理
解
す
る
も
の
だ
け
が
（
渡
っ
て
き
た
雁
の
声
を
聴
く
と
い
う
）
楽

し
み
を
共
に
で
き
る
。
か
の
、
鶏
の
声
を
聞
く
と
起
き
て
舞
っ
た
人
や
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
い
て
世
の
転
変
を
予
感
し
た
よ
う
な

人
こ
そ
が
、
こ
の
世
の
中
に
志
が
あ
る
人
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
と
（
雁
の
声
を
楽
し
ん
で
い
る
だ
け
の
）
わ
た
し
な

ど
は
さ
し
ず
め
志
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

29
勝
果
寺
の
月
岩
で
月
を
望
む
。（
勝
果
寺
月
岩
望
月
）*29

　

勝
果
寺
の
左
の
山
に
石
の
壁
が
削
っ
た
よ
う
に
そ
そ
り
立
つ
。
そ
こ
に
一
つ
の
穴
が
う
が
た
れ
て
い
る
。
そ
の
丸
い
こ
と
は
鏡
の
よ

う
だ
。
中
秋
の
名
月
が
満
ち
る
と
、
そ
の
穴
を
通
し
て
光
が
差
し
込
む
。
穴
の
内
か
ら
こ
れ
を
見
る
と
、
そ
の
光
は
ま
る
で
穴
と
一
体

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
秋
に
は
詩
の
友
や
酒
の
友
と
い
っ
し
ょ
に
こ
れ
を
清
賞
す
る
。
さ
ら
に
耳
を
す
ま
せ
ば
、
多
く
の
谷
々
の
渓
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九

流
の
音
や
、
空
に
満
ち
る
海
の
色
が
見
え
て
、
一
種
の
俗
世
間
を
離
れ
た
境
地
で
の
、
本
当
の
月
見
の
楽
し
み
を
自
得
す
る
。
左
に
は
、

む
か
し
宋
代
の
親
衛
隊
に
武
術
を
教
え
る
教
場
が
あ
っ
た
場
所
が
あ
る
。
親
衛
隊
が
護
衛
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
宮
城
の
重
要
地
点
で

あ
っ
た
が
、
今
で
は
荒
廃
し
た
辺
鄙
な
場
所
と
な
っ
た
。

　

ど
う
し
て
、
こ
の
鏡
の
隙
間
か
ら
見
る
晴
れ
た
り
曇
っ
た
り
（
の
繰
り
返
し
）
は
常
に
継
続
し
て
い
て
、
太
古
か
ら
決
し
て
途
切
れ

る
こ
と
が
な
い
の
か
。
つ
ま
ら
な
い
人
間
世
界
の
興
廃
は
、
こ
の
岩
の
穴
の
目
の
中
に
す
べ
て
入
っ
て
く
る
。
人
の
世
は
か
ら
か
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
冷
や
や
か
な
目
で
ひ
そ
か
に
笑
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

30
水
楽
洞
で
雨
の
あ
と
に
泉
声
を
聞
く
。（
水
楽
洞
雨
後
聴
泉
）*30

　

洞
は
烟
霞
嶺
の
ふ
も
と
に
あ
る
。
そ
の
中
は
広
く
開
け
て
お
り
、谷
は
奥
深
く
広
い
。
山
の
泉
の
水
が
分
か
れ
て
流
れ
こ
み
、洞
の
隙

間
か
ら
点
滴
す
る
音
の
響
き
は
金
石
を
た
た
く
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
水
の
味
わ
い
は
清
ら
か
で
甘
く
、
さ
ら
に
雨
が
降
っ
た
後
は
、

泉
の
水
も
多
く
な
る
。
滴
下
す
る
音
の
清
ら
か
で
涼
し
げ
な
こ
と
は
、
い
か
な
る
音
楽
の
演
奏
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
は
こ
こ
に
来
る
と
い
つ
も
、
泉
を
飲
ん
で
脾
臓
を
ひ
た
し
、
石
で
歯
を
す
す
ぐ
（
こ
と
で
隠
士
の
志
を
改
め
て
高
め
る
）。
そ

れ
で
思
い
出
す
の
は
、
蘇
軾
の
「
た
だ
人
気
の
な
い
山
の
石
の
壁
に
向
か
い
、
こ
の
囂
々
と
流
れ
る
誰
に
も
使
わ
れ
て
い
な
い
清
流
を

受
け
止
め
る
」
と
い
う
詩
句
や
、「
こ
れ
を
薫
風
絃
の
曲
に
写
し
取
る
必
要
は
な
い
。
た
と
え
、
こ
の
音
を
写
し
取
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
聞
き
分
け
る
耳
が
な
い
か
ら
だ
」
と
い
う
詩
句
だ
。
わ
れ
わ
れ
に
ど
う
し
て
耳
が
な
い
な
ど
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
実
は
耳
で

聴
く
の
で
は
な
く
、
心
で
聴
く
べ
き
も
の
な
の
だ
。

31
資
岩
山
の
ふ
も
と
で
石
筍
を
見
る
。（
資
岩
山
下
看
石
筍
）*31

　

資
岩
山
は
霊
隠
寺
の
西
の
方
の
崖
の
下
に
あ
る
。
そ
こ
に
岩
が
あ
っ
て
形
は
筍
の
よ
う
で
あ
る
。
形
は
丸
く
削
ら
れ
、他
よ
り
ぬ
き
ん
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一
〇

で
て
高
く
そ
び
え
、
そ
の
高
さ
は
百
尺
ば
か
り
で
あ
る
。
す
る
ど
く
と
が
っ
て
お
り
、
つ
や
つ
や
と
光
っ
て
い
る
。
空
を
し
の
ぎ
、
雲

を
つ
ら
ぬ
く
。
さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
四
方
の
山
々
が
ま
る
で
笠
に
な
っ
た
花
び
ら
で
、
そ
こ
か
ら
蘂し
べ

を
吐
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
だ
。
表
面
に
は
し
わ
模
様
が
波
立
っ
て
お
り
、
高
く
け
わ
し
く
折
れ
曲
が
り
、
細
や
か
に
穴
が
う
が
た
れ
、
深
く
貫
通
し
て

い
る
。
樹
木
が
岩
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
そ
れ
ら
は
み
な
岩
の
穴
か
ら
突
き
出
て
お
り
、
土
が
な
く
て
も
自
生
し
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
こ
の
山
に
は
玉
が
包
ま
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
で
岩
が
こ
の
よ
う
に
豊
か
に
潤
っ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
、山
石
の

間
の
水
の
跡
や
波
紋
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
、
ま
た
、
い
つ
か
ら
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
滄
海

桑
田
」
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
前
後
の
石
の
壁
が
愛
玩
さ
れ
て
い
て
、
唐
宋
の
遊
客
た
ち
が
多
く
名
を
刻
ん
で
い
る
。

こ
こ
か
ら
進
む
と
、
楓
の
林
が
こ
ん
も
り
と
し
て
、
秋
の
色
の
変
幻
自
在
な
る
さ
ま
は
、
ま
さ
に
奇
観
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
山
は

奥
深
く
て
け
わ
し
い
の
で
跋
渉
す
る
の
は
困
難
だ
。
時
に
は
、
酒
を
も
っ
て
行
き
、
思
い
き
り
飲
も
う
で
は
な
い
か
。
雲
に
よ
り
そ
い
、

声
を
長
く
し
て
詩
を
吟
ず
れ
ば
、
山
や
谷
も
驚
い
て
こ
だ
ま
が
答
え
、
わ
た
し
の
景
観
を
楽
し
む
能
力
を
数
倍
増
し
て
く
れ
る
。

32
北
高
峯
の
頂
上
で
海
雲
を
見
る
。（
北
高
峯
頂
観
海
雲
）*32

　

北
高
峯
は
西
湖
の
山
々
の
中
で
は
第
一
の
高
峰
で
あ
る
。
そ
の
絶
頂
か
ら
、
ぐ
る
り
と
周
囲
数
里
を
眺
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
左

を
見
れ
ば
、
澄
ん
だ
湖
面
が
化
粧
箱
を
開
い
た
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
鏡
が
月
の
よ
う
に
明
る
く
光
っ
て
い
る
。
右
を
見
れ
ば
、
長

江
の
波
が
縄
の
紋
の
よ
う
に
打
ち
寄
せ
て
天
の
川
の
よ
う
で
も
あ
り
、
玉
の
み
ず
ち
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

前
後
に
並
ぶ
城
郭
や
住
居
、
郊
外
の
野
原
や
村
落
は
果
て
し
な
く
広
が
り
、
一
片
の
紙
に
画
か
れ
た
絵
の
よ
う
で
、
鱗
の
よ
う
に
び
っ

し
り
と
な
ら
ん
で
、
黒
や
白
が
点
々
と
連
な
っ
て
い
る
。
な
ん
と
盛
大
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
眼
中
の
壮
観
と
い
う
べ
き
だ
。
ま
た
た
く

ま
に
日
の
影
が
西
に
傾
き
、
海
の
雲
が
東
か
ら
わ
き
起
こ
り
、
ほ
の
か
に
眺
め
る
と
、
霧
が
か
っ
て
か
す
み
、
も
や
が
入
り
乱
れ
て
め

ぐ
り
、
あ
る
い
は
美
し
く
重
な
り
た
た
み
こ
ん
で
半
天
を
横
切
っ
て
い
る
。
そ
の
交
じ
り
合
う
さ
ま
に
は
限
り
が
な
い
。
四
方
の
夕
暮
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一
一

れ
の
山
々
に
霧
が
立
ち
こ
め
て
薄
暗
く
な
る
。

　

ま
さ
に
こ
こ
は
地
上
を
去
る
こ
と
千
尺
、
俗
界
を
離
れ
る
こ
と
数
里
、
そ
れ
で
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
足
で
天
の
風
を
踏
み
、
目

に
見
え
る
処
は
家
か
ら
ど
れ
だ
け
隔
た
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
い
わ
ん
や
、
わ
た
し
は
ひ
と
時
の
人
生
の
旅
人
で
あ
っ
て
、
も

と
も
と
差
し
障
る
も
の
な
ど
何
も
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
、
俗
縁
の
束
縛
を
受
け
て
、
浮
き
世
を
離
れ
た
想
念
を
め
ぐ

ら
さ
な
い
の
か
。

33
杖
を
ひ
い
て
園
林
に
菊
を
訪
ね
る
。（
策
杖
林
園
訪
菊
）*33

　

菊
は
花
の
隠
者
で
あ
る
。
た
だ
世
を
逃
れ
た
有
徳
の
人
や
山
中
に
逃
れ
住
ん
で
い
る
人
の
家
に
こ
そ
、
こ
れ
を
植
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
か
ら
多
く
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
見
た
と
こ
ろ
で
豊
か
で
美
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
秋
が
来
る
と
、
杖
に
助
け
ら

れ
て
、
あ
ま
ね
く
杭
州
城
内
の
園
林
や
山
村
の
垣
根
を
訪
ね
る
。

　

茶
を
入
れ
る
童
子
を
連
れ
て
花
の
主
人
に
面
会
を
申
し
込
み
、
い
っ
し
ょ
に
花
を
見
て
優
れ
た
も
の
を
談
論
し
、
あ
る
い
は
花
の
品

格
を
論
評
し
、
栽
培
方
法
を
比
較
し
、
詩
を
詠
ん
で
応
酬
し
、
酒
を
な
か
だ
ち
と
し
て
互
い
に
勧
め
あ
い
、
杯
を
も
っ
て
月
に
対
座
し
、

と
も
し
火
を
た
い
て
花
に
酔
い
し
れ
る
。
客
も
主
人
も
歓
び
を
つ
く
し
、
花
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
朝
が
来
る
ま
で
そ

う
し
て
過
ご
す
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
こ
の
興
趣
は
い
っ
た
い
何
と
い
う
楽
し
み
の
時
で
あ
ろ
う
か
。
東
の
籬ま
が
きの
も
と
の
菊
は
採
る
べ
き

で
あ
る
。
永
遠
に
南
山
を
悠
然
と
し
て
見
る
。
す
ぐ
れ
た
人
柄
や
隠
れ
た
人
徳
を
尊
ぶ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
世
を
あ
げ
て
陶
淵
明
を
渇

仰
し
な
い
の
か
。

34
舟
に
乗
っ
て
風
雨
の
中
で
蘆あ
し

の
音
を
聞
く
。（
乗
舟
風
雨
聴
蘆
）*34

　

秋
が
来
る
と
、風
や
雨
の
音
は
人
を
哀
切
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
。
蘆
の
中
で
聞
く
そ
の
音
が
も
っ
と
も
凄
絶
で
あ
る
。
わ
た
し
が
河
橋
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一
二

（
と
い
う
町
）
で
眺
望
す
る
と
、
蘆
が
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
面
真
っ
青
で
境
界
が
な
い
。
家
に
帰
っ
て
寝
て
い
る
と
、
そ
の
ざ
わ
ざ

わ
と
い
う
音
を
思
い
出
し
た
。
杭
州
（
の
近
く
）
で
は
、
独
山
・
王
江
涇
・
百
脚
村
に
蘆
が
多
い
。

　

時
ま
さ
に
風
雨
が
降
り
続
い
た
日
、一
人
で
舟
に
乗
り
、舟
底
に
臥
し
て
秋
の
声
を
聞
く
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
風
が
さ
び
し
く
吹
き
す

さ
び
、
蘆
の
茂
み
は
青
々
と
し
て
、
風
に
ざ
わ
ざ
わ
と
音
を
立
て
て
い
る
。
雁
が
落
ち
て
鳴
き
、
鷺
が
美
し
く
飛
ぶ
。
風
が
わ
き
た
ち
、

雨
が
し
た
た
り
落
ち
る
。

　

こ
う
し
て
、
耳
は
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
心
は
自
得
す
る
。
興
趣
を
奥
深
い
も
の
に
寄
せ
て
、
思
い
を
静
か
な
楽
し
み
で
満
た
す
。
こ
の

舟
の
中
の
人
こ
そ
、
も
っ
と
も
俗
塵
を
離
れ
た
阿
羅
漢
様
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
や
か
ま
し
く
煩
わ
し
い
煩
悩
の
業
火
を
避
け
て
、

も
の
さ
び
し
さ
を
う
れ
し
く
味
わ
お
う
と
す
る
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
心
を
降ご
う

伏ぶ
く

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

35
保
叔
塔
の
頂
上
で
海
か
ら
昇
る
朝
日
を
見
る
。（
保
叔
塔
頂
観
海
日
）*35

　

保
叔
塔
の
遊
客
が
そ
の
頂
き
ま
で
登
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
よ
く
七
階
を
登
り
尽
く
せ
ば
、
四
方
を
眺
望
し
て
心
が
さ
わ
や
か

に
な
る
。
初
秋
の
こ
ろ
、
夜
に
僧
坊
で
宿
泊
し
午
前
四
時
に
起
き
て
塔
の
頂
上
に
登
り
、
東
を
望
め
ば
海
に
昇
る
朝
日
が
ま
さ
に
出
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紫
の
霧
が
さ
か
ん
に
湧
き
上
が
り
、
金
の
朝
焼
け
雲
が
広
く
た
だ
よ
う
。
天
を
め
ぐ
る
そ
の
光
彩
は
、
長

い
練
り
絹
を
横
た
え
た
と
こ
ろ
に
、
丸
い
車
輪
を
走
ら
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
虎
や
豹
が
は
ね
飛
び
、
鳳
凰
や
鶴
が
飛

び
舞
う
よ
う
で
あ
る
。
五
色
の
鮮
や
か
な
色
彩
は
ま
た
た
く
間
に
様
子
を
変
え
、
幻
の
よ
う
に
瞬
時
に
様
々
な
姿
に
変
化
す
る
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
太
陽
が
炎
を
吹
い
て
無
数
の
山
々
が
赤
く
染
ま
る
。
金
輪
は
海
か
ら
ひ
ら
め
き
出
て
、
火
の
鏡
が
空
に
浮
か
び
、
夜

が
明
け
て
か
が
や
き
照
ら
さ
れ
る
。
赤
い
炎
が
光
り
輝
き
空
一
面
を
満
た
す
。
流
れ
る
光
が
赤
く
か
が
や
い
て
地
面
を
熱
す
る
。
こ
の

時
、
た
だ
金
星
だ
け
が
東
の
ほ
う
に
あ
り
、
明
る
い
玉
の
よ
う
に
き
ら
め
く
。
も
ろ
も
ろ
の
星
は
、
は
っ
き
り
と
見
え
な
く
な
り
、
つ
い

に
姿
を
消
し
た
。
長
く
遠
望
し
て
時
間
を
過
ご
す
と
、
わ
た
し
の
目
は
乱
れ
、
心
は
騒
ぐ
。
に
わ
か
に
も
の
ぐ
る
お
し
く
叫
べ
ば
、
声
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一
三

が
遙
か
な
る
天
を
振
る
わ
す
。

　

た
ち
ま
ち
計
っ
た
か
の
よ
う
に
、
鶏
鳴
が
告
げ
ら
れ
、
木
々
に
眠
る
鳥
が
か
ま
び
す
し
く
鳴
き
だ
す
。
大
地
の
雲
は
開
け
、
露
の
華
は

白
く
光
る
。
城
市
を
見
渡
せ
ば
、
慌
た
だ
し
い
塵
埃
や
騒
音
が
わ
き
起
こ
っ
て
き
た
。
空
に
た
だ
よ
う
秋
の
涼
気
が
人
に
せ
ま
り
、
そ

の
気
配
は
厳
し
く
、
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
は
塔
か
ら
下
り
て
息
を
休
め
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
。
そ
れ
で
も
目
の
中

に
は
ま
だ
、
雲
や
霧
の
目
を
く
ら
ま
す
よ
う
な
色
彩
が
残
っ
て
い
る
。

36
六
和
塔
で
夜
に
風
と
潮
を
楽
し
む
。（
六
和
塔
夜
玩
風
潮
）*36

　

浙
江
の
潮
の
み
な
ぎ
り
を
み
る
た
め
に
、人
は
多
く
八
月
よ
り
昼
間
に
観
潮
す
る
が
、夜
の
観
潮
の
楽
し
み
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
少

な
い
。
わ
た
し
は
昔
、寺
で
法
会
を
修
し
て
塔
に
灯
火
を
点
灯
し
た
。
夜
半
の
月
の
光
が
空
に
横
た
わ
り
、銭
塘
江
の
川
の
波
は
静
寂
を

た
も
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
去
り
、
月
の
光
を
呑
み
込
み
、
ま
た
吐
き
出
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
奇
景
で
あ
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
風
が
急
に
寒
く
な
り
、
海
門
に
潮
が
盛
り
上
が
っ
て
き
て
、
月
の
光
と
銀
の
波
の
光
と
が
揺
れ
て
、
雪
の
よ
う
な
し

ぶ
き
を
飛
ば
す
。
雲
が
岸
に
か
か
り
、
波
は
と
ど
ろ
き
渡
る
か
み
な
り
の
よ
う
な
音
を
立
て
て
巻
き
上
が
る
。
白
い
練
り
絹
の
よ
う
に

風
が
吹
き
お
こ
り
、
走
り
飛
ん
で
曲
が
り
く
ね
る
勢
い
は
、
ま
る
で
山
岳
の
間
に
声
が
響
き
渡
る
よ
う
で
、
そ
の
音
は
聞
く
も
の
の
毛

や
骨
を
そ
ば
だ
た
せ
る
。
昔
か
ら
「
十
万
の
軍
勢
の
鬨
の
声
と
夜
半
の
潮
の
音
」
と
い
う
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
目
に
見

え
る
も
の
は
す
べ
て
心
を
お
ど
ろ
か
す
。

　

そ
れ
で
思
う
の
だ
が
、
そ
の
昔
、
あ
ち
こ
ち
に
遊
ん
で
い
た
わ
た
し
は
、
水
と
空
と
共
に
漂
泊
し
、
潮
に
し
た
が
い
波
を
追
っ
て
、
い

つ
の
間
に
か
、
浮
か
び
漂
う
よ
う
な
世
俗
の
人
間
に
な
っ
て
い
た
。
今
深
く
考
え
て
初
め
て
さ
と
っ
た
。
こ
れ
ま
で
名
声
と
利
得（
を
求

め
る
気
持
ち
）
が
い
か
に
本
当
の
わ
た
し
を
誤
ら
せ
る
こ
と
の
少
な
く
な
か
っ
た
か
を
。
波
の
中
に
い
く
つ
か
の
点
が
浮
か
ん
で
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
行
き
過
ぎ
る
舟
の
群
れ
で
は
な
い
か
。
悲
し
い
も
の
だ
、
こ
の
「
名
利
」
と
い
う
二
文
字
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一
四

は
。
人
間
を
も
て
あ
そ
び
、
そ
の
虚
言
を
か
つ
て
ど
ん
な
英
雄
も
打
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
べ
て
は
名
利
の
夢
に
よ
っ
て
、

波
や
風
の
中
に
泥
酔
し
て
、
人
が
呼
び
覚
ま
す
声
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。

冬
時
幽
賞
十
二
条

37
湖
が
凍
っ
て
か
ら
初
め
て
晴
れ
た
日
に
遠
く
ま
で
舟
で
遊
ぶ
。（
湖
凍
初
晴
遠
泛
）*37

　

西
湖
の
水
は
厳
寒
で
な
け
れ
ば
凍
ら
な
い
。
凍
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
堅
く
な
ら
な
い
。
結
氷
し
て
か
ら
初
め
て
晴
れ
た
日
に
は
、
朝
日

が
き
ら
め
き
輝
く
。
湖
面
で
は
氷
が
と
け
、
玉
の
よ
う
に
点
々
と
浮
か
ぶ
。
そ
の
時
に
小
舟
を
操
っ
て
氷
を
た
た
き
割
り
な
が
ら
あ
ち

こ
ち
に
遊
ぶ
。
氷
が
開
い
て
で
き
る
水
路
は
、
舟
が
長
い
蛇
を
引
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
氷
は
明
る
く
ひ
か
り
、
く
る
く
る
と
ひ
っ

く
り
返
り
、
積
み
重
な
る
。
家
の
者
が
う
ま
く
氷
の
固
ま
り
を
砕
き
、
手
で
も
ち
上
げ
て
か
ん
か
ん
と
音
を
立
て
て
投
げ
る
と
、
そ
の

音
は
百
歩
先
ま
で
届
く
。
ま
る
で
星
が
流
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
激
し
く
打
た
れ
て
こ
な
ご
な
に
砕
か
れ
た
か
た
ち
は
玉
の

屑
が
飛
ぶ
よ
う
だ
。
大
い
に
寒
中
の
見
物
と
な
る
。
奥
深
い
こ
の
楽
し
み
は
お
そ
ら
く
人
の
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

船
端
を
た
た
い
て
長
く
歌
い
、酒
を
と
っ
て
豪
快
に
飲
み
干
す
。
陽
春
の
満
ち
足
り
た
思
い
に
ひ
た
り
、白
雪
が
我
が
友
で
あ
る
こ
と

を
思
え
ば
、
凍
っ
た
湖
面
や
雪
の
積
も
っ
た
岸
の
寒
さ
も
忘
れ
る
の
だ
。
昔
か
ら
、
春
の
氷
を
わ
た
る
こ
と
を
戒
め
る
と
聞
く
が
、
胸

中
に
恐
れ
る
気
持
ち
を
持
た
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
戒
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

38
雪
が
晴
れ
足
の
弱
い
驢
馬
に
む
ち
を
入
れ
て
梅
を
尋
ね
る
。（
雪
霽
策
蹇
尋
梅
）*38

　

絵
画
に
お
い
て
、
春
の
郊
外
に
馬
を
走
ら
せ
た
り
、
秋
の
渓
谷
で
釣
り
糸
を
垂
れ
た
り
、
あ
る
い
は
足
の
弱
い
驢
馬
を
引
い
て
梅
を

見
に
尋
ね
る
と
い
う
よ
う
な
画
題
で
は
、（
画
中
の
人
物
の
）
衣
の
色
を
朱
色
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
景
色
の
飾
り
と
も
な
り
、時
宜
に
か
な
っ
て
超
然
と
俗
世
を
抜
け
出
し
た
お
も
む
き
が
あ
る
よ
う
だ
。
ま
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一
五

た
、
朱
色
の
衣
で
遊
山
す
る
よ
う
な
も
の
は
普
通
の
俗
客
で
は
な
い
。
だ
か
ら
冬
三
ヶ
月
の
間
は
、
紅
色
の
毛
織
り
の
衣
を
着
て
、
毛

織
り
の
笠
を
か
ぶ
り
、
黒
い
驢
馬
に
ま
た
が
る
。
か
む
ろ
頭
の
童
子
が
酒
樽
を
ぶ
ら
さ
げ
て
つ
き
し
た
が
う
。
渓
山
の
雪
を
踏
み
、
梅

を
林
や
谷
に
尋
ね
る
。
梅
の
花
数
株
に
出
会
え
ば
、
す
ぐ
に
梅
の
か
た
わ
ら
に
席
を
占
め
、
杯
を
手
に
取
り
劇
飲
沈
酔
す
る
。
酒
に
酔

い
陶
然
と
す
れ
ば
、
梅
の
香
り
が
袂
に
た
だ
よ
い
、
こ
の
身
が
花
の
中
に
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
花
が
目
の
前
の
光
景
で
あ
る
の
か
わ

か
ら
な
く
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
足
の
弱
い
驢
馬
で
梅
を
尋
ね
た
り
、
角
を
と
っ
た
子
牛
（
に
乗
っ
た
り
す
る
こ
と
）
が
、
長
安
の
豪
勢
な
車
馬
に
比
べ

て
、
寒
々
し
く
下
賎
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。（
そ
の
よ
う
な
豪
勢
な
車
馬
に
乗
っ
て
い
て
は
）
人
々
に
あ
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
（
わ
た
し
は
）
幸
い
に
し
て
前
人
の
あ
や
ま
ち
を
免
れ
た
の
だ
。

39
三
茅
山
の
頂
上
か
ら
空
と
湖
水
の
晴
れ
た
雪
景
色
を
望
む
。（
三
茅
山
頂
望
江
天
雪
霽
）*39

　

三
茅
山
は
杭
州
城
内
の
高
い
と
こ
ろ
で
、
湖
水
を
め
ぐ
り
囲
ん
で
い
て
、
そ
の
景
勝
た
る
こ
と
で
は
、
も
っ
と
も
楽
し
い
場
所
で
あ

る
。
時
あ
た
か
も
雪
が
積
も
っ
て
か
ら
初
め
て
晴
れ
た
日
、
ま
ば
ら
な
木
々
が
す
っ
き
り
と
開
け
、
湖
水
は
遙
か
に
広
が
り
、
寒
い
も
や

が
山
を
め
ぐ
る
。
幾
重
に
も
積
も
っ
た
雪
景
色
で
あ
る
。
湖
水
に
浮
か
ぶ
舟
の
帆
が
片
々
と
ひ
る
が
え
り
、風
が
銀
色
の
梭
の
よ
う
な
船

を
吹
き
渡
す
。
木
々
の
生
え
た
家
々
は
、（
雪
に
覆
わ
れ
た
）
玉
の
よ
う
な
瓦
が
寒
々
と
し
て
い
る
。
山
の
小
径
に
は
人
跡
が
絶
え
、
板

橋
の
通
路
で
は
、
白
い
帯
が
ひ
る
が
え
る
よ
う
に
車
が
行
き
来
し
て
い
る
。
木
こ
り
の
歌
が
東
の
谷
に
響
き
、
釣
り
人
の
蓑
は
凍
り
つ

く
。

　

雲
に
飛
び
去
る
鳥
を
目
で
追
い
な
が
ら
、遙
か
な
る
も
の
へ
の
わ
た
し
の
思
い
に
極
ま
り
が
な
い
こ
と
を
感
じ
た
。
時
に
は
、坊
さ
ん

か
ら
お
茶
を
も
ら
い
、
雪
を
と
か
し
た
水
で
煮
る
。
村
の
地
酒
が
芳
香
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
か
た
わ
ら
の
何
本
か
の
梅
の
木
は
、
我
々

の
清
賞
を
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
助
け
て
く
れ
る
。
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40
西
渓
へ
の
道
中
で
雪
を
楽
し
む
。（
西
渓
道
中
玩
雪
）*40

　

先
年
、
雪
が
晴
れ
た
の
で
、
た
ま
た
ま
西
渓
に
行
っ
て
み
た
。
ど
う
し
て
、
俗
世
間
を
離
れ
た
美
し
い
景
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
な

ど
と
予
想
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
日
は
出
て
き
た
が
、
雪
が
積
も
っ
て
融
け
て
お
ら
ず
、
竹
は
眠
っ
た
よ
う
に
枝
を
地
に
垂
れ
て
い
る
。

山
は
白
く
雲
が
わ
き
の
ぼ
る
。
風
が
め
ぐ
り
雪
が
舞
っ
て
馬
を
打
ち
、馬
は
い
な
な
く
。
凍
っ
た
枝
か
ら
、玉
の
よ
う
な
水
滴
が
落
ち
て

衣
を
濡
ら
し
、
湿
っ
ぽ
く
な
る
。
遙
か
に
一
面
の
梅
が
満
開
に
な
っ
て
い
る
姿
を
思
い
描
い
て
み
る
。
目
は
飛
び
交
う
花
に
幻
惑
さ
れ
、

わ
た
し
は
人
の
通
う
道
よ
り
も
遠
く
へ
分
け
入
り
、
雪
の
積
も
っ
た
道
を
踏
破
す
る
こ
と
十
里
、
生
涯
、
雪
景
色
を
こ
れ
ほ
ど
快
く
味

わ
っ
た
こ
と
は
少
な
い
。

　

そ
れ
で
思
う
の
だ
が
、
雪
山
を
歩
く
苦
行
の
あ
り
が
た
い
結
果
は
、
忍
耐
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
の
だ
。
我
々
は
し
ば
ら
く
で
も

（
冷
た
い
）
風
に
当
た
る
と
、
す
ぐ
に
い
ろ
り
を
囲
ん
で
酒
に
酔
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま
う
。
あ
あ
、
ほ
し
い
ま
ま
の
欲
望
の
な
ん

と
甚
だ
し
い
こ
と
よ
。
た
と
え
、
ま
だ
奥
深
く
冷
め
た
思
い
で
心
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
冬
の
清
ら
か
な
寒
さ
で
骨
を

錬
成
す
る
べ
き
な
の
だ
。

41
山
の
頂
上
で
お
茶
の
花
を
観
賞
す
る
。（
山
頭
玩
賞
茗
花
）*41

　

両
山
で
お
茶
を
植
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
す
こ
ぶ
る
多
い
。
旧
暦
十
一
月
に
な
る
と
花
が
咲
き
、ま
る
で
月
の
光
が
木
々
の
中
に
籠
も
っ

た
よ
う
だ
。
い
つ
も
、
山
に
入
っ
て
お
茶
の
木
を
尋
ね
、
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ
で
は
、
花
に
対
座
し
て
黙
っ
て
そ
の
色
彩
を
楽
し
ん
で
ほ

ほ
笑
む
。
す
る
と
一
種
の
奥
深
い
香
り
が
し
て
人
の
心
に
か
な
う
の
だ
。
ま
た
、
花
は
白
く
、
雲
の
あ
や
ぎ
ぬ
を
切
っ
た
よ
う
で
、
中

心
は
黄
色
で
、
お
ご
そ
か
に
檀
木
の
小
片
を
い
だ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
帰
る
と
き
に
は
、
数
本
の
枝
を
折
っ
て
持
ち
帰
り
、
瓶
に

挿
し
て
書
斎
の
供
と
す
る
。
枝
も
花
び
ら
も
萼
も
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
し
て
、
い
っ
ぺ
ん
に
開
き
、
ひ
と
月
は
清
玩
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
嬉
し
い
の
は
、
そ
の
香
り
が
わ
た
し
の
枯
れ
た
詩
心
に
し
み
わ
た
り
、
そ
の
色
彩
が
わ
た
し
の
親
し
げ
な
眼
差
し
に
や
さ
し
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七

く
答
え
て
く
れ
る
こ
と
だ
。
美
し
い
白
さ
と
、
寒
い
頃
の
香
り
は
、
春
風
と
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
姿
態
を
異
に
す
る
。
奥
深
い
閑
居
に

歓
迎
す
る
客
と
し
て
は
、
い
っ
た
い
何
が
君
に
ま
さ
ろ
う
か
。

42
天
目
の
絶
頂
に
登
っ
て
眺
望
す
る
。（
登
眺
天
目
絶
頂
）*42

　

杭
州
の
様
々
な
山
々
は
、
み
な
天
目
山
か
ら
分
か
れ
発
し
て
い
る
。
だ
か
ら
『
天
地
鈴
経
』
に
は
「
天
目
山
は
生
ま
れ
つ
き
両
方
の
乳

が
長
い
」（
天
目
生
来
両
乳
長
）
と
い
う
偈
文
が
あ
る
。
冬
の
日
、
木
の
葉
が
落
ち
る
こ
ろ
、
天
目
山
で
山
を
見
る
遊
び
に
出
か
け
た
。

天
気
は
晴
朗
で
、
も
や
や
雲
は
す
っ
き
り
と
吹
き
払
わ
れ
て
い
る
。
杖
に
助
け
ら
れ
て
嶺
を
踏
み
、
四
方
を
望
め
ば
、
そ
の
眺
望
は
限

り
な
い
。
両
山
が
東
に
の
び
て
、
高
く
低
く
起
伏
し
て
ま
が
り
く
ね
り
、
さ
か
ん
に
駆
け
上
が
っ
て
、
河
に
至
っ
て
は
じ
め
て
尽
き
る
。

ま
こ
と
に
龍
が
翔
け
、
鳳
凰
が
舞
う
よ
う
だ
。
目
を
凝
ら
す
と
、
練
り
絹
で
横
に
境
を
隔
て
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
銭
塘
江
で
、
そ

れ
よ
り
彼
方
に
茫
々
と
広
が
っ
て
い
る
の
が
東
海
で
あ
る
。

　

あ
の
群
が
り
生
え
て
い
る
の
は
、
松
だ
ろ
う
か
、
竹
だ
ろ
う
か
。
山
寺
の
坊
さ
ん
は
指
さ
し
て
言
う
、
あ
れ
は
宋
代
の
王
侯
の
廃
れ
た

墓
で
す
よ
と
。
あ
あ
、
山
川
の
景
勝
は
永
遠
に
移
り
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
王
宮
は
黍
畑
と
な
り
、
陵
墓
は
丘
や
谷
と
な
っ
て
、
今

に
い
た
る
ま
で
ど
れ
だ
け
変
遷
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。（
そ
う
思
う
と
）
ふ
た
た
び
慨
嘆
す
る
の
だ
。

43
山
居
し
て
人
が
書
を
説
く
の
を
聴
く
。（
山
居
聴
人
説
書
）*43

　

老
人
は
寒
さ
を
恐
れ
て
世
間
づ
き
あ
い
を
し
な
い
。
時
に
は
山
中
の
住
居
で
背
中
を
暖
め
、
か
や
ぶ
き
の
軒
に
梅
が
初
め
て
咲
く
の

を
見
る
。
隣
家
の
友
人
は
話
が
上
手
な
の
で
、
餅
を
炙
っ
て
い
っ
し
ょ
に
食
べ
な
が
ら
、『
水
滸
伝
』
の
宋
江
の
く
だ
り
の
話
を
聴
く
の

が
と
て
も
面
白
く
て
章
段
を
重
ね
て
し
ま
う
。
楽
し
く
な
り
拍
手
し
て
日
が
暮
れ
た
の
も
わ
か
ら
な
い
。

　

道
ば
た
の
大
き
な
石
碑
や
、
世
の
中
の
碑
銘
な
ど
を
見
る
に
、（
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
）『
水
滸
伝
』
に
関
す
る
こ
と
ば
か
り
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だ
。
こ
れ
ら
は
果
た
し
て
み
な
真
実
で
あ
っ
て
、
う
そ
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
説
か
れ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
こ
の
老
人

の
伝
承
が
世
の
中
の
人
口
に
膾
炙
す
る
伝
承
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。

44
雪
を
掃
い
て
お
茶
を
煮
て
絵
を
楽
し
む
。（
掃
雪
煮
茶
玩
画
）*44

　

お
茶
は
雪
を
融
か
し
た
水
で
煮
れ
ば
、
味
わ
い
が
さ
ら
に
清
冽
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
溜
ま
り
水
の
よ
う
な
も
の
で
、
塵
や
汚
れ
を
受

け
て
い
な
い
。
世
を
避
け
て
暮
ら
す
隠
者
は
、
こ
れ
を
啜
れ
ば
寒
さ
に
う
ち
勝
つ
の
に
充
分
で
あ
る
。
時
に
は
南
の
窓
辺
に
差
し
込
む

日
の
光
が
暖
か
で
、
寒
風
に
悩
ま
さ
れ
な
い
こ
と
が
う
れ
し
い
。
静
か
に
古
人
の
画
軸
を
開
く
。「
風
雪
帰
人
」「
江
天
雪
棹
」「
渓
山
雪

竹
」「
関
山
雪
運
」
な
ど
の
冬
の
図
を
見
る
。
こ
う
し
た
絵
を
見
て
、
実
際
の
風
景
に
対
し
て
み
る
と
、
古
人
の
自
然
模
倣
の
筆
致
が
よ

く
わ
か
る
。
実
際
の
風
景
も
、
そ
し
て
絵
図
も
、
共
に
造
化
の
神
の
は
か
ら
い
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

わ
た
し
は
絵
を
手
に
取
っ
て
思
う
。
こ
れ
は
人
が
景
観
を
楽
し
ん
だ
も
の
だ
が
、
景
観
の
ほ
う
か
ら
わ
た
し
を
見
れ
ば
、
わ
た
し
が

景
観
の
中
に
い
る
の
で
は
な
い
か
。（
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
）
大
昔
か
ら
の
俗
塵
の
因
縁
も
、
い
っ
た
い
ど
れ
が
「
真
」
で
、
ど

れ
が
「
仮
」
だ
と
決
め
つ
け
ら
れ
よ
う
か
。
図
画
を
観
る
こ
と
で
真
実
を
悟
る
べ
き
だ
ろ
う
。

45
雪
の
夜
に
芋
を
焼
い
て
禅
を
談
じ
る
。（
雪
夜

芋
談
禅
）*45

　

雪
夜
に
た
ま
た
ま
禅
寺
に
宿
り
、
僧
と
共
に
い
ろ
り
を
囲
み
、
少
し
山
芋
を
炙
っ
て
剥
き
、
口
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
味
わ
い
は
世
の

中
の
美
味
と
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
美
味
い
。
喜
ん
で
食
べ
て
腹
一
杯
に
な
る
と
僧
に
尋
ね
た
。「
有
為
」
は
禅
で
し
ょ
う
か
、

「
無
為
」
は
禅
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
、「
有
」
も
有
る
の
で
は
な
く
、「
無
」
も
無
い
の
で
は
な
い
、
そ
れ
が
禅
で
し
ょ
う
か
？
。
僧

が
答
え
た
。
あ
な
た
が
手
に
芋
を
取
れ
ば
、
そ
れ
が
禅
で
す
。
ど
う
し
て
お
尋
ね
に
な
る
の
で
す
か
？
。
わ
た
し
が
言
う
、
ど
う
し
て

芋
が
禅
な
の
で
す
か
？
。
僧
が
答
え
る
、
芋
は
あ
な
た
の
手
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
有
」
で
す
か
、「
無
」
で
す
か
？
。「
有
」
と
言
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え
ば
、
何
が
有
る
の
で
す
か
、「
無
」
と
言
え
ば
、
何
が
無
い
の
で
す
か
？
。「
有
」「
無
」
が
あ
い
と
も
に
滅
す
る
の
が
「
真
空
」
な
の

で
す
。
空
で
も
な
く
、
空
で
も
な
い
こ
と
は
な
く
、
空
の
空
な
る
こ
と
が
な
く
、
こ
れ
を
名
付
け
て
禅
と
言
い
ま
す
。
空
に
こ
だ
わ
っ

て
禅
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
実
相
真
如
に
執
着
す
る
こ
と
で
あ
り
、
禅
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
精
進
努
力
の
力
で
到
達

し
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
た
智
慧
の
力
で
速
や
か
に
悟
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

あ
な
た
は
、
ど
う
し
て
芋
を
見
な
い
の
で
す
か
？
。
芋
は
火
が
通
ら
な
け
れ
ば
口
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
火
の
効
果
が
な

け
れ
ば
こ
の
芋
は
い
ま
だ
に
生
の
ま
ま
で
す
。
火
が
通
り
芋
が
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芋
は
歯
や
舌
で
食
べ
ら
れ
消
滅
す
る
。
こ
れ

は
「
有
」
か
ら
「
無
」
に
帰
し
た
の
で
す
。
芋
が
火
で
熱
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
生
の
ま
ま
で
芋
を
咀
嚼
す
る
こ
と
が
で
き
た

で
し
ょ
う
か
。
芋
の
実
相
は
、
つ
い
に
滅
亡
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
芋
を
手
に
し
て
咀
嚼
す
れ
ば
な
く
な
り
ま
す
。
い
わ
ば
、

「
無
」
で
な
い
こ
と
は
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
無
」
は
「
有
」
よ
り
生
ま
れ
ま
す
。
い
わ
ば
、「
有
」
は
「
有
」
に
あ
ら
ず
。「
有
」

は
「
無
」
に
よ
り
滅
し
ま
す
。
あ
な
た
は
手
に
芋
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
今
何
に
執
着
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
？
。

　

わ
た
し
は
そ
の
時
、
弥
勒
菩
薩
を
諬
首
礼
拝
し
た
。「
禅
」
は
、
言
葉
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
。

46
山
居
の
窓
辺
で
雪
が
竹
を
た
た
く
音
を
聴
く
。（
山
窓
聴
雪
敲
竹
）*46

　

風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
降
る
雪
の
音
は
、
た
だ
竹
林
の
間
で
聴
く
音
が
も
っ
と
も
雅
で
あ
る
。
山
居
の
窓
辺
で
寒
夜
に
雪
が
竹
林
に

降
る
音
を
聴
く
。
そ
の
音
は
も
の
さ
び
し
く
ひ
る
が
え
り
続
け
る
。
そ
の
響
き
は
悠
然
と
し
て
わ
た
し
の
清
聴
を
楽
し
ま
せ
る
。
う
ず

を
巻
く
よ
う
な
つ
む
じ
風
が
急
速
に
吹
き
つ
け
竹
を
折
っ
た
。
そ
の
一
声
が
わ
た
し
の
寒
衣
を
一
層
冷
え
冷
え
と
さ
せ
る
。
ひ
そ
か
に

思
う
。
豪
華
で
立
派
な
家
に
住
む
人
は
、
美
し
い
楽
の
音
に
酔
い
し
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
彼
ら
が
よ
ろ
こ
ぶ
よ
う
な
音
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
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47
大
晦
日
に
呉
山
に
登
り
松
明
を
見
る
。（
除
夕
登
呉
山
看
松
盆
）*47

　

大
晦
日
に
、
こ
こ
杭
州
城
の
住
民
は
、
家
毎
に
柴
木
を
か
ら
げ
て
、
祖
先
を
祭
る
か
が
り
火
を
た
き
、
火
の
光
が
天
を
照
ら
す
。
太

鼓
を
打
ち
、
鐘
を
鳴
ら
し
、
爆
竹
を
発
し
、
火
を
焚
く
。
こ
れ
を
「
松
盆
」
と
い
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
の
場
所
の
も
の
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
杭
州
郊
外
の
村
々
に
も
、
こ
の
よ
う
な
壮
観
は
な
い
。

　

こ
の
時
、
奥
深
い
興
趣
を
理
解
す
る
も
の
は
、
呉
山
に
登
っ
て
高
く
広
く
南
北
を
眺
望
す
る
。
紅
の
光
が
道
々
に
あ
ふ
れ
、
炎
や
火

の
雲
が
街
路
を
分
か
ち
、
光
が
市
中
の
境
界
を
示
す
。
耳
に
は
か
ま
び
す
し
い
声
が
囂
々
と
聞
こ
え
て
震
動
す
る
。
遠
く
近
く
目
に
触

れ
る
も
の
は
、
星
の
よ
う
に
入
り
交
じ
っ
て
上
下
し
て
い
る
。
こ
の
光
景
こ
そ
は
ま
さ
に
奇
観
と
い
う
べ
き
だ
。
ひ
そ
か
に
高
い
と
こ

ろ
に
登
っ
て
囂
々
た
る
雑
踏
を
俯
瞰
す
る
と
、
わ
た
し
の
身
体
が
上
界
に
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

48
雪
の
後
、
鎮
海
楼
で
夕
餉
の
煙
り
を
見
る
。（
雪
後
鎮
海
楼
観
晩
炊
）*48

　

城
市
す
べ
て
に
雪
が
降
り
積
も
る
と
、家
々
の
屋
根
瓦
が
銀
で
葺
い
た
よ
う
に
な
る
。
鱗
の
よ
う
に
び
っ
し
り
と
並
び
、高
い
も
の
も

低
い
も
の
も
、
こ
と
ご
と
く
玉
を
盛
り
上
げ
た
よ
う
だ
。
そ
の
時
、
高
い
楼
閣
に
登
っ
て
目
を
凝
ら
せ
ば
、
見
え
る
限
り
、
あ
と
か
た

も
な
く
大
地
は
真
っ
白
で
あ
っ
た
。
日
が
暮
れ
る
と
、
夕
餉
の
煙
り
が
無
数
に
四
方
か
ら
立
ち
の
ぼ
り
、
細
く
長
く
た
な
び
く
様
子
は
、

玉
版
紙
に
烏
絲
闌
の
界
線
を
引
き
、
幽
勝
の
地
を
画
し
た
よ
う
だ
。
素
晴
ら
し
い
景
観
は
、
わ
た
し
の
冷
め
た
視
覚
を
も
よ
ろ
こ
ば
せ

る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
光
景
も
未
だ
に
人
の
知
り
得
ざ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

49
四
季
の
行
楽
の
説
（
附
遊
説
）*49

　

高
先
生
は
言
う
。
陽
春
の
候
に
な
る
と
、
や
わ
ら
か
い
風
に
お
だ
や
か
な
風
景
と
な
る
。
花
咲
く
樹
木
に
は
鳴
き
交
わ
す
鳥
が
い
て
、

友
を
郊
外
に
迎
え
、
青
草
を
踏
ん
で
酒
を
携
え
て
、
湖
面
に
舟
を
浮
か
べ
る
。
柳
を
求
め
花
を
尋
ね
て
、
鳥
の
鳴
き
声
を
林
間
に
聴
き
、
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山
を
見
て
水
を
楽
し
み
、
曲
水
で
禊
ぎ
を
行
う
。
香
る
堤
を
盛
ん
に
愛
で
、
都
の
市
街
に
酔
っ
て
眠
る
。
銭
を
杖
に
さ
し
て
酒
を
買
え

ば
、
陶
然
と
気
持
ち
よ
く
酔
っ
て
名
利
を
忘
れ
て
自
適
し
、
風
の
中
で
舞
い
、
草
を
し
と
ね
に
す
れ
ば
、
花
の
中
に
坐
し
て
楽
し
み
も
極

ま
る
。
歩
き
な
が
ら
歌
を
う
た
い
月
光
を
踏
ん
で
、
美
し
い
水
鳥
が
砂
地
で
眠
る
の
を
見
て
楽
し
み
、
か
も
め
や
鳧け
り

が
波
間
で
水
浴
び

す
る
の
を
う
ら
や
む
。
夕
陽
が
山
の
端
に
か
か
っ
て
も
酒
の
楽
し
み
は
ま
だ
足
ら
ず
、
春
風
が
座
に
満
ち
て
、
酔
わ
な
け
れ
ば
帰
る
こ

と
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
み
な
春
の
日
の
楽
し
み
な
の
だ
。
静
か
に
「
少
年
の
春
」
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
こ
と
だ
。

　

夏
は
、
襟
を
開
き
、
髪
を
散
ら
し
て
、
冷
め
た
眼
で
声
を
長
く
し
て
ゆ
っ
く
り
と
歌
う
。
生
き
て
い
る
う
ち
に
は
、
松
や
ひ
さ
ぎ
な

ど
の
墓
地
の
緑
陰
も
心
地
よ
く
、
舟
を
浮
か
べ
れ
ば
、
芰ひ
し

や
蓮
が
清
ら
か
に
馥
郁
と
香
る
。
客
も
主
人
も
互
い
の
区
別
を
忘
れ
、
か
ら

だ
か
ら
自
意
識
が
な
く
な
る
。
青
い
竹
の
筒
に
入
っ
た
酒
は
さ
わ
や
か
で
、
白
い
蓮
根
は
涼
味
を
生
じ
る
。
喧
噪
の
俗
世
を
避
け
て
水

辺
の
あ
ず
ま
や
で
穏
や
か
に
一
眠
り
す
れ
ば
、
初
夏
の
風
に
吹
か
れ
、
も
の
う
げ
で
ま
こ
と
に
心
地
よ
く
、
山
の
楼
閣
に
は
峯
々
か
ら

雨
が
送
ら
れ
る
。
わ
た
し
は
冷
め
た
視
線
を
さ
ま
よ
わ
せ
て
、
そ
の
奥
深
い
興
趣
に
は
俗
気
が
な
い
。
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
の
び
の
び

と
し
た
こ
う
し
た
楽
し
み
の
何
と
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

秋
は
、
高
い
と
こ
ろ
に
登
り
、
声
を
長
く
し
て
歌
を
う
た
い
、
水
に
臨
ん
で
詩
を
賦
す
。
酒
に
菊
の
花
を
浮
か
べ
、
紫
の
蟹
を
供
え

る
。
車
を
楓
の
林
の
中
に
停
め
、
酔
っ
て
白
雲
の
か
た
ま
り
の
中
で
寝
る
。
楼
閣
に
登
っ
て
月
を
吟
じ
た
と
い
う
、
飄
然
た
る
陶
淵
明

の
高
潔
で
閑
雅
な
態
度
や
、
頭
巾
を
落
と
し
て
も
（
気
に
す
る
こ
と
な
く
）
風
に
吟
じ
た
と
い
う
、
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
孟
嘉
の

こ
だ
わ
り
な
き
心
の
広
さ
よ
。
波
を
渚
に
鑑
賞
す
れ
ば
、
楽
し
み
は
雪
の
波
や
雲
の
波
を
求
め
て
広
が
り
、
雁
の
声
を
渚
の
砂
の
上
に

聴
け
ば
、
思
い
は
蘆
の
茂
み
の
夜
の
月
に
お
よ
ぶ
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
自
然
の
素
朴
な
味
わ
い
と
、
さ
わ
や
か
で
す
が
す
が
し
い
心
の

思
い
は
、
こ
れ
を
他
の
季
節
と
く
ら
べ
て
も
、
さ
ら
に
閑
静
で
雅
致
の
あ
る
も
の
だ
。

　

冬
は
、
藜あ
か
ざの

杖
を
つ
い
て
、
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
し
な
が
ら
、
東
の
疇う
ね

で
穀
物
の
刈
り
入
れ
を
見
た
り
、
足
の
弱
い
驢
馬
に
乗
っ
て
、
寒
さ

を
つ
い
て
梅
の
開
花
を
南
の
道
に
探
っ
た
り
す
る
。
雪
が
降
れ
ば
、
飛
び
舞
う
白
玉
に
眼
を
驚
か
し
て
、
村
の
地
酒
に
酔
い
し
れ
、
晴
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れ
れ
ば
、
重
な
っ
た
氷
を
踏
み
、
僧
院
で
朗
詠
の
声
を
あ
げ
る
。
舟
を
浮
か
べ
て
月
を
め
で
れ
ば
、
興
に
乗
っ
て
（
王
子
猷
の
よ
う
に
）

剡
渓
の
村
ま
で
漕
ぎ
到
り
、
寝
台
に
酔
い
臥
し
て
雲
に
か
こ
ま
れ
て
眠
れ
ば
、
夢
に
（
崑
崙
山
に
あ
る
）
玄
圃
の
よ
う
な
寒
さ
を
感
じ

る
。

　

さ
て
、
西
湖
の
上
に
舟
を
浮
か
べ
る
簑
を
着
た
漁
師
が
（
居
な
が
ら
に
し
て
）
人
間
界
の
森
羅
万
象
を
了
解
す
る
こ
と
に
ま
さ
る
も

の
が
あ
ろ
う
か
。
四
季
の
遊
び
や
一
年
の
風
流
事
は
、
目
で
読
む
だ
け
に
し
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
で
暇
を
み
つ
け
て
楽
し
み

を
探
す
べ
き
な
の
だ
。（
し
か
し
）
も
は
や
い
た
し
か
た
な
い
。
わ
た
し
の
余
生
も
あ
と
ど
れ
く
ら
い
だ
ろ
う
。（
そ
れ
な
の
に
）
何
故

だ
ろ
う
か
、
い
つ
も
ま
だ
充
分
で
は
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
。
物
事
の
道
理
に
通
じ
た
人
は
（
わ
た
し
の
こ
の
）
言
葉
を
理
解
し
、
こ

こ
に
お
い
て
感
慨
を
い
だ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

�

*25　

西
冷
橋
―
注
11
参
照
。
唐
一
庵
公
―
明
代
の
心
学
家
で
あ
る
唐
枢
（
一
四
九
七
～
一
五
七
四
）
の
こ
と
（『
明
史
』
列
伝
九
四
、『
明
儒
学
案
』

巻
四
〇
）。
一
庵
先
生
と
呼
ば
れ
た
。
嘉
靖
五
年
（
一
五
二
六
）
の
進
士
。
著
書
多
数
。
西
湖
付
近
の
雲
栖
に
住
し
た
蓮
池
大
師
袾
宏
の
『
竹
窓

二
筆
』
一
二
六
条
に
も
記
事
が
あ
る
。
高
濂
と
唐
枢
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
詳
。
ち
な
み
に
、
袾
宏
の
『
竹
窓
初
筆
』
一
六
〇
条
に
は
、
当
時
の

呉
郡
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
袾
宏
仮
託
の
『
禅
余
空
諦
』
な
る
坊
刻
本
の
存
在
が
記
さ
れ
、
袾
宏
自
身
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
自
分
の
著
作
で
あ
る

わ
け
が
な
い
と
一
蹴
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
袾
宏
が
記
す
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
本
稿
『
四
時
幽
賞
』
の
１
・
６
・
７
・
９
・

10
・
13
・
45
の
各
条
と
一
致
し
て
お
り
、『
禅
余
空
諦
』
な
る
も
の
が
『
四
時
幽
賞
』
の
改
題
仮
託
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
よ
う
な

本
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
当
時
の
民
間
に
お
け
る
袾
宏
や
『
四
時
幽
賞
』
の
イ
メ
ー
ジ
、
受
容
の
実
際
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味

深
い
。
な
お
こ
の
こ
と
は
、
近
時
の
労
作
で
あ
る
荒
木
見
悟
氏
監
修
・
宋
明
哲
学
検
討
会
訳
注
『
竹
窓
随
筆
―
明
末
仏
教
の
風
景
―
』（
二
〇
〇

七
年
、
中
国
書
店
）
の
当
該
条
（
鶴
成
久
章
氏
執
筆
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
の
で
こ
こ
に
記
す
。
紅
葉
は
二
月
の
花
に
勝
る
―
杜
牧
の
「
山

行
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
「
遠
上
寒
山
石
径
斜
、
白
雲
生
処
有
人
家
、
停
車
坐
愛
楓
林
晩
、
霜
葉
紅
於
二
月
華
」（『
三
体
詩
』
巻
上
）
の
一
句
。

色
即
是
空
―
色し
き

と
は
現
象
界
の
物
質
的
存
在
。
そ
こ
に
は
固
定
的
実
体
が
な
く
空く
う

で
あ
る
と
い
う
こ
と
（『
般
若
心
経
』）。
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*26　

宝
石
山
―
西
湖
北
岸
の
山
。
高
さ
二
〇
〇
米
弱
。『
遊
覧
志
』
巻
八
に
「
銭
王
封
為
寿
星
宝
石
山
、
羅
隠
為
之
記
」
と
あ
る
。
保
叔
塔
―
注
４

参
照
。
え
び
の
鬚
―
和
刻
本
「
霞
鬚
」、
活
字
本
・『
遵
生
八
箋
』「
霞
須
」。「
蝦
鬚
」
の
音
通
と
解
す
る
。
鵲
の
橋
―
七
夕
の
夜
、
織
女
が
鵲
に

乗
っ
て
天
の
川
を
渡
る
と
い
う
伝
説
か
ら
生
じ
た
こ
と
ば
。『
白
孔
六
帖
』
に
「
烏
鵲
填
河
成
橋
度
織
女
」
と
あ
る
。
天
の
川
―
原
文
「
縄
河
」。

*27　

満
家
巷
―
龍
井
付
近
の
地
名
の
よ
う
で
あ
る
が
未
詳
。
活
字
本
「
満
家
弄
」、
和
刻
本
「
満
家
街
」。
龍
井
―
注
３
参
照
。
足
の
弱
い
驢
馬
―
原

文
「
蹇
」（
に
ぶ
い
馬
）。『
漢
語
大
詞
典
』
に
「
劣
馬
或
跛
驢
」
と
あ
る
。
霊
鷲
山
―
原
文
「
霊
鷲
」。
霊
鷲
山
は
釈
迦
が
法
華
経
な
ど
を
説
い
た

と
い
う
印
度
の
山
。
金
粟
世
界
―
金
粟
如
来
は
維
摩
居
士
の
こ
と
。
ま
た
金
粟
は
桂
の
別
名
で
も
あ
る
。
聖
な
る
桂
の
木
が
月
の
中
に
生
え
て
い

る
…
―
『
酉
陽
雑
爼
』
巻
一
天
咫
に
、
月
に
は
高
さ
五
百
丈
の
桂
が
あ
り
、
呉
剛
と
い
う
も
の
が
謫
せ
ら
れ
て
、
そ
の
木
を
切
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
い
つ
も
、
平
地
（
人
間
世
界
）
で
盗
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
…
―
官
吏
登
用
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
を

「
桂
を
折
る
」
と
い
う
が
（『
晋
書
』
郤

伝
、『
蒙
求
』
郤

一
枝
）、
こ
れ
を
含
意
し
た
表
現
か
。
な
お
編
者
高
濂
は
科
挙
に
応
じ
て
い
な
い
よ

う
だ
。

*28　

三
塔
―
注
７
参
照
。
鶏
の
声
を
聞
く
…
―
晋
の
祖
逖
が
夜
に
鶏
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
、こ
れ
を
悪
声
と
し
て
起
き
て
舞
っ
た
と
い
う
故
事
が
あ

る
（『
晋
書
』
巻
六
二
列
伝
三
二
の
祖
逖
伝
）。
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
く
…
―
蜀
王
の
杜
宇
（
望
帝
）
が
譲
位
の
後
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
化
し
て
血

を
吐
く
よ
う
な
悲
痛
な
声
で
啼
い
た
と
い
う
故
事
を
ふ
ま
え
る
か
（『
華
陽
国
史
』
巻
三
）。

*29　

勝
果
寺
―
唐
代
無
着
禅
師
に
よ
り
創
建
さ
れ
る
。
西
湖
の
南
、
鳳
凰
山
の
付
近
に
あ
る
。
景
観
に
優
れ
る
と
い
う
。『
夢
尋
』
巻
五
「
勝
果
寺
」

参
照
。
現
在
、
鳳
凰
山
の
南
に
聖4

果
寺
遺
址
が
あ
る
。
月
岩
―
『
遊
覧
志
』
巻
七
に
「
石
壁
削
立
有
隙
如
鏡
」
と
あ
る
。
教
場
―
宋
代
に
武
術
を

教
習
し
た
所
。『
遊
覧
志
』
巻
七
に
「
宋
殿
前
司
栄
、
為
親
軍
護
衛
之
所
、
俗
称
御
校
場
者
是
也
」
と
あ
る
。

*30　

水
楽
洞
―
南
高
峯
の
南
に
あ
る
洞
窟
。
水
の
音
が
よ
く
響
く
と
い
う
。『
夢
尋
』
巻
四
「
烟
霞
石
屋
」
参
照
。
烟
霞
嶺
―
南
高
峯
の
南
に
は
、

水
楽
洞
・
烟
霞
洞
な
ど
の
洞
窟
が
あ
る
。
石
で
私
の
歯
を
す
す
ぎ
…
―
晋
の
孫
楚
の
「
枕
流
漱
石
」
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
（『
晋
書
』

列
伝
二
六
孫
楚
伝
、『
世
説
新
語
』
巻
二
五
排
調
篇
、『
蒙
求
』
孫
楚
漱
石
）。
蘇
軾
の
…
―
蘇
軾
の
「
東
陽
水
楽
亭
」
に
「
但
向
空
山
石
壁
下
、

愛
此
有
声
無
用
之
清
流
」
及
び
「
不
須
写
入
薫
風
絃
、
縦
有
此
声
無
此
耳
」
の
句
あ
り
（『
東
坡
全
集
』
巻
五
）。
な
お
『
遊
覧
志
』
巻
三
に
も
あ

る
。
薫
風
絃
の
曲
―
江
南
糸
竹
に
「
薫
風
曲
」
が
あ
る
。

*31　

資
岩
山
―
『
遊
覧
志
』
巻
一
〇
に
「
石
笋
峯
、
一
名
卓
筆
峯
、
高
数
十
丈
、
円
峭
特
立
」
と
あ
り
、
文
意
か
ら
見
て
こ
れ
の
こ
と
か
。
石
筍
―

鍾
乳
洞
の
床
上
に
水
が
滴
下
し
、
含
ま
れ
て
い
る
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
が
沈
殿
・
堆
積
し
て
生
じ
た
筍
た
け
の
こ

状
の
突
起
物
。
霊
隠
寺
―
西
湖
の
西
に
あ

る
古
刹
。
晋
の
咸
和
元
年
（
三
二
六
）、
僧
慧
理
の
創
建
。『
遊
覧
志
』
巻
一
〇
、『
夢
尋
』
巻
二
参
照
。
滄
海
桑
田
―
「
更
聞
桑
田
変
成
海
」
の

句
が
劉
庭
芝
「
代
悲
白
頭
翁
」（『
唐
詩
品
彙
』
巻
二
五
所
収
）
に
あ
る
。
世
の
変
遷
の
は
げ
し
い
こ
と
の
た
と
え
。
唐
宋
の
遊
客
た
ち
―
『
遊
覧

志
』
巻
十
に
は
「
皆
趙
閲
道
、
蘇
子
瞻
、
秦
少
游
、
黄
魯
直
諸
賢
留
題
」
と
あ
る
。
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二
四

*32　

北
高
峯
―
霊
隠
寺
に
隣
接
す
る
山
。
海
抜
三
一
五
米
で
杭
州
市
内
で
最
も
高
い
。
注
３
参
照
。『
遊
覧
志
』
巻
一
〇
、『
夢
尋
』
巻
二
参
照
。
現

在
は
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
が
あ
る
。

*33　

菊
は
花
の
隠
者
―
周
茂
叔
「
愛
蓮
説
」
に
、
菊
に
つ
い
て
「
菊
花
之
隠
逸
者
也
」
と
あ
る
（『
古
文
真
宝
』
上
）。
東
の
籬ま

が
きの
も
と
の
菊
は
…
―

陶
淵
明
の
「
飲
酒
其
五
」
に
「
採
菊
東
籬
下
、
悠
然
見
南
山
」
の
句
あ
り
（『
陶
淵
明
集
』
巻
三
）。
陶
淵
明
―
注
22
参
照
。

*34　

乗
舟
風
雨
聴
蘆
―
西
湖
十
景
の
一
つ
「
平
湖
秋
月
」
を
描
い
た
図
に
、
蘆
の
間
に
舟
を
浮
か
べ
て
月
を
見
る
図
柄
の
も
の
が
あ
り
、
孤
山
の
付

近
と
思
わ
れ
る
。
河
橋
―
天
目
山
の
南
に
河
橋
と
い
う
町
が
あ
り
、
現
在
で
は
古
鎮
と
し
て
知
ら
れ
る
。
家
に
帰
っ
て
寝
て
い
る
と
―
原
文「
帰

枕
故
丘
」。
故
丘
は
、
ふ
る
さ
と
、
故
郷
、
故
山
で
、
編
者
高
濂
は
銭
塘
の
出
身
で
あ
る
。
独
山
・
王
江
涇
・
百
脚
村
―
前
二
者
は
杭
州
の
北
東

に
位
置
す
る
嘉
興
付
近
の
地
名
。
百
脚
村
は
未
詳
。

*35　

保
叔
塔
―
注
４
参
照
。
太
陽
―
原
文
「
陽
谷
」。
金
星
―
原
文
「
啓
明
」。

*36　

六
和
塔
―
西
湖
の
南
約
四
キ
ロ
、
銭
塘
江
の
河
畔
に
あ
る
塔
。
宋
の
開
宝
三
年
に
智
覚
禅
師
が
江
潮
を
鎮
め
る
た
め
に
築
い
た
と
い
う
。『
遊

覧
志
』
巻
二
四
、『
夢
尋
』
巻
五
参
照
。
浙
江
―
銭
塘
江
の
上
流
部
を
浙
江
と
称
す
る
。
潮
の
み
な
ぎ
り
―
満
潮
が
河
川
を
遡
る
際
に
、
前
面
が

垂
直
の
壁
と
な
っ
て
激
し
く
波
立
ち
な
が
ら
進
行
す
る
現
象
。
海
嘯
と
い
う
。

*37　

湖
凍
初
晴
遠
泛
―
冬
季
の
湖
中
の
遊
楽
の
様
子
と
し
て
は
、『
陶
庵
夢
憶
』
巻
三
「
湖
心
亭
看
雪
」（
岩
波
文
庫
版
一
四
四
頁
）
も
参
照
。

*38　

雪
霽
策
蹇
尋
梅
―
こ
れ
も
文
中
に
地
名
は
な
い
が
、
西
渓
や
九
渓
十
八
澗
な
ど
、
郊
外
の
梅
の
名
所
を
意
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
足
の
弱

い
驢
馬
―
注
27
参
照
。
人
々
に
あ
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
…
―
こ
の
あ
た
り
何
ら
か
の
典
拠
が
あ
る
か
、
未
詳
。

*39　

三
茅
山
―
『
遊
覧
志
』
巻
一
二
に
「
三
茅
寧
寿
観
、
在
七
宝
山
東
北
、
本
三
茅
堂
」
と
あ
る
。
七
宝
山
は
杭
州
城
内
の
地
名
。
呉
山
を
形
成
す

る
峯
の
一
つ
と
い
う
。

*40　

西
渓
―
注
５
参
照
。

*41　

両
山
―
北
高
峰
と
南
高
峰
（
海
抜
二
五
七
米
）。
注
３
参
照
。

*42　

天
目
山
―
浙
江
省
の
北
西
部
、
安
徽
省
と
の
境
界
に
あ
る
浙
西
山
脈
中
の
山
。
東
西
二
峰
か
ら
成
る
。
奇
勝
に
富
み
仏
教
・
道
教
の
寺
が
多

い
。
西
湖
か
ら
西
へ
約
六
〇
キ
ロ
ほ
ど
。『
天
地
鈴
経
』
―
原
文
「
地
鈴
」。
書
物
の
名
前
と
み
て
、『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
一
〇
に
出
る
「
天
地
鈴

経
」
と
解
し
た
。
同
経
は
現
在
見
当
た
ら
な
い
。
天
目
山
は
生
ま
れ
つ
き
…
―
『
天
地
鈴
経
』
の
逸
文
で
あ
ろ
う
。

*43　
『
水
滸
伝
』
―
明
代
の
『
水
滸
伝
』
流
行
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
張
岱
の
『
陶
庵
夢
憶
』
巻
六
「
水
滸
牌
」
参
照
（
岩
波
文
庫
版
二
三
五
頁
）。

*44　

溜
ま
り
水
―
原
文
「
半
天
河
水
」。
竹
や
木
の
う
つ
ぼ
の
溜
ま
り
水
。「
風
雪
帰
人
」
…
―
以
下
、
画
題
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
ど
れ
が
「
真
」

で
、
ど
れ
が
「
仮
」
だ
と
…
―
原
文
「
孰
為
真
仮
」。「
真
」「
仮
」
の
用
語
は
明
代
の
思
想
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。

*45　

真
空
―
明
代
の
洪
自
誠
著
『
菜
根
譚
』
に
、「
諸
法
の
実
相
で
あ
る
真
空
は
、
単
な
る
空
無
で
は
な
い
。
現
象
に
執
着
し
て
、
そ
れ
を
唯
一
の
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二
五

実
在
で
あ
る
と
す
る
の
も
真
実
で
は
な
く
、
反
対
に
現
象
を
破
邪
し
て
、
そ
れ
は
全
く
の
虚
妄
で
あ
る
と
す
る
の
も
真
実
で
は
な
い
」
と
あ
る

（
岩
波
文
庫
版
三
〇
八
頁
、
今
井
宇
三
郎
氏
訳
）。「
真
空
」
も
明
代
の
宗
教
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
。
な
お
、『
菜
根
譚
』

が
他
な
ら
ぬ
高
濂
の
『
遵
生
八
箋
』
に
附
録
さ
れ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
岩
波
文
庫
版
解
説
参
照
。
弥
勒
菩
薩
―
釈
尊
の
救
い
に
洩
れ
た
衆
生
を

悉
く
済
度
す
る
と
い
う
未
来
仏
。
中
国
で
は
布
袋
を
弥
勒
の
化
身
と
す
る
信
仰
が
あ
る
。
僧
俗
が
芋
を
食
べ
る
話
柄
に
つ
い
て
は
、釈
明

と
李

泌
の
例
が
あ
る
（『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
九
な
ど
）。

*46　

山
窓
聴
雪
敲
竹
―
本
章
も
特
定
の
地
名
は
な
い
が
、
西
湖
と
そ
の
周
辺
の
竹
の
名
所
と
し
て
は
、
西
湖
の
南
西
、
五
雲
山
の
西
に
あ
る
雲
栖
が

挙
げ
ら
れ
る
。
袁
宏
道
の
「
雲
栖
小
記
」（『
夢
尋
』
巻
五
「
雲
栖
」
所
引
）
に
「
雲
栖
在
五
雲
山
下
、
籃
輿
行
竹
樹
中
七
八
里
始
至
、
奥
僻
非

常
」
と
あ
る
。
明
代
こ
こ
に
住
し
た
蓮
池
大
師
袾
宏
が
知
ら
れ
る
。
注
25
参
照
。

*47　

呉
山
―
西
湖
の
東
岸
。
宋
代
に
城
隍
廟
が
置
か
れ
た
。『
遊
覧
志
』
巻
一
二
参
照
。
現
在
、
呉
山
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
城
隍
廟
が
復
原
さ

れ
て
い
る
。
松
盆
―
杭
州
の
除
夜
の
習
俗
。
松
芝
の
松
明
を
燃
や
す
。『
西
湖
遊
覧
志
余
』
巻
二
〇
参
照
。

*48　

鎮
海
楼
―
『
遊
覧
志
』
巻
一
三
に
「
旧
名
朝
天
門
、
呉
越
王
銭
氏
建
、
規
石
為
門
、
上
架
危
楼
、
楼
基
畳
石
、
高
四
仞
有
四
尺
」
と
あ
る
。
玉

版
紙
―
高
級
な
紙
の
一
種
。
漉
き
あ
が
っ
た
紙
を
骨
や
玉
な
ど
で
研
磨
し
、
固
く
引
き
締
め
色
艶
を
出
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
紙
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
剡え
ん

渓け
い

（
次
注
参
照
）
の
製
品
を
意
図
す
る
か
。
蘇
東
坡
の
「
孫
莘
老
寄
墨
四
首
」
中
に
「
剡
藤
開
玉
版
」
と
あ
り
（
東
坡
全
集
一

四
）、
剡
渓
の
藤
で
玉
版
紙
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
紹
興
府
志
』
物
産
志
二
に
「
玉
版
紙
瑩
潤
如
玉
」
と
あ
る
。
烏
絲
闌
―

絹
本
に
織
り
な
さ
れ
た
黒
い
界
線
。
後
に
写
本
の
界
線
を
い
う
（『
唐
国
史
補
』
下
等
参
照
）。

*49　

曲
水
―
庭
園
な
ど
を
ま
が
り
流
れ
る
水
。
銭
を
杖
に
さ
し
て
酒
を
買
え
ば
…
―
阮
脩
が
外
出
の
時
い
つ
も
銭
百
文
を
杖
の
先
に
ぶ
ら
下
げ
て

酒
屋
で
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う
、「
杖
頭
銭
」
の
故
事
が
あ
る
（『
晋
書
』
列
伝
一
九
、『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
、『
蒙
求
』
阮
宣
杖
頭
）。
少
年
の
春

―
原
文
「
少
年
」。
青
春
の
時
。「
踏
花
同
惜
少
年
春
」（『
白
氏
文
集
』
巻
一
三
）
な
ど
と
白
居
易
が
愛
用
す
る
「
少
年
春
」
と
解
し
た
。
陶
淵
明

―
注
22
・
注
33
参
照
。
孟
嘉
―
東
晋
の
詩
人
。
本
文
に
い
う
「
孟
嘉
落
帽
」
の
故
事
で
知
ら
れ
る
（『
晋
書
』
巻
九
九
列
伝
六
八
、『
蒙
求
』
孟
嘉

落
帽
）。
藜
の
杖
―
あ
か
ざ
の
茎
で
造
っ
た
つ
え
。
軽
い
の
で
老
人
用
と
さ
れ
る
。
剡え
ん

渓け
い

―
浙
江
省
嵊じ
ょ
う

県
を
流
れ
る
川
の
名
。
会
稽
山
の
東
、山

陰
（
紹
興
県
）
の
南
に
あ
た
る
。
山
陰
の
王
徽
之
（
子
猷
）
が
雪
の
降
っ
た
月
夜
に
舟
に
乗
っ
て
親
友
の
戴た
い
き逵

（
安
道
）
を
は
る
ば
る
剡
渓
ま
で

訪
ね
た
故
事
で
知
ら
れ
る
（『
晋
書
』
列
伝
五
〇
、『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
、『
蒙
求
』
子
猷
尋
戴
）。
玄
圃
―
注
１
参
照
。
も
は
や
い
た
し
か
た
な

い
（
中
略
）
何
故
だ
ろ
う
…
―
原
文
「
已
矣
乎
（
中
略
）
胡
為
乎
」。
陶
淵
明
「
帰
去
来
辞
」
の
後
半
に
全
く
同
じ
構
文
が
あ
る
（『
古
文
真
宝
』

上
）。
高
濂
は
『
四
時
幽
賞
』
を
著
す
に
あ
た
り
、「
帰
去
来
辞
」
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
菜
根
譚
』
に
も
陶
淵
明
重
視
の
性
格
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
（
岩
波
文
庫
版
解
説
）、
高
濂
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
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