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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
（
上
）

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
題

　
　
　
　
　

一
、
西
湖
関
係
文
献
の
変
容
―
西
湖
を
楽
し
む
心
―

　

杭
州
西
湖
と
そ
の
周
辺
は
、
湖
水
と
そ
れ
を
と
り
囲
む
山
川
の
景
観
が
特
に
風
光
明
媚
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
江
南
交
通
の
要
衝
で
あ

り
、
南
宋
の
首
都
臨
安
が
西
湖
の
東
に
隣
接
し
て
置
か
れ
た
こ
と
な
ど
の
様
々
な
理
由
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
歴
史
・
政
治
・
宗
教
・

文
学
の
一
大
淵
叢
地
と
な
っ
た
。
西
湖
に
関
す
る
文
献
資
料
も
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
り
、
そ
れ
ら
は
清
代
光
緒
年
間
に
『
西
湖
集

覽
』（
銭
塘
丁
氏
校
刊
本
一
六
冊
）
や
『
武
林
掌
故
叢
編
』（
銭
塘
丁
氏
嘉
恵
堂
刊
本
二
〇
八
冊
）
と
い
っ
た
大
部
な
叢
書
に
蒐
集
さ
れ
、

近
年
で
は
『
西
湖
文
献
叢
書
』（
一
九
九
九
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
な
ど
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

西
湖
に
関
す
る
文
献
の
う
ち
、
単
発
の
詩
な
ど
を
除
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
宋
代
の
『
咸
淳
臨
安
志
』
全
百
巻
や
『
武
林

旧
事
』
全
十
巻
な
ど
が
古
く
、
元
代
の
劉
一
清
編
『
銭
塘
遺
事
』
全
十
巻
な
ど
を
経
て
、
明
代
に
な
る
と
更
に
多
く
の
西
湖
に
関
す
る
著
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二

述
が
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
嘉
靖
二
十
六
年
（
一
五
四
七
）
自
序
の
田
汝
成
編
『
西
湖
遊
覧
志
』
全
二
十
四
巻
、
及
び
同
編
『
西
湖
遊

覧
志
余
』
全
二
十
六
巻
な
ど
は
、
明
代
の
西
湖
文
献
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
（
以
下
『
遊
覧
志
』・『
志
余
』
と
略
称
）。

　

南
宋
後
期
の
潜
説
友
編
『
咸
淳
臨
安
志
』
全
百
巻
は
、
当
然
な
が
ら
製
作
主
体
で
あ
る
南
宋
王
朝
の
偉
容
を
誇
示
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
た
め
、
そ
の
叙
述
は
内
裏
か
ら
始
ま
り
、
官
庁
や
歴
代
皇
帝
ら
の
記
述
が
延
々
と
続
く
。
こ
こ
で
は
、
皇
帝
や
官
衙
及
び
そ
の
舞
台

で
あ
る
都
市
臨
安
の
叙
述
が
主
体
で
あ
っ
て
、
西
湖
と
そ
の
周
辺
の
文
化
的
事
象
は
、
そ
れ
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、『
遊
覧
志
』
で
は
、
序
文
に
続
い
て
、
断
橋
・
孤
山
と
い
う
風
雅
・
文
事
の
舞
台
か
ら
叙
述
が
開
始
す
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
記
述
の
主
要
な
目
的
は
、
西
湖
に
関
す
る
歴
史
的
・
文
化
的
事
象
の
列
記
・
紹
介
で
あ
っ
て
、
宋
代
の
故
宮
な

ど
も
そ
う
し
た
西
湖
を
形
成
す
る
風
物
の
中
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

　

そ
の
記
述
の
内
容
は
、
風
物
や
建
物
の
概
況
、
沿
革
、
縁
起
、
逸
話
な
ど
を
散
文
で
記
す
と
共
に
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
歴
代
の
詩
文

な
ど
を
並
記
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
散
文
韻
文
並
記
の
形
式
に
よ
っ
て
、『
遊
覧
志
』
を
ひ
ら
く
人
は
、
居
な
が
ら
に
し
て
西
湖

を
め
ぐ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
勝
の
知
識
を
得
る
と
共
に
、
歴
代
詩
人
の
佳
什
に
導
か
れ
て
、
西
湖
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
西
湖
そ
の
も
の
を
楽
し
む
と
い
う
姿
勢
が
、
宋
代
の
西
湖
関
係
文
献
と
較
べ
て
、
明
代
の
西
湖
文
献
に
は
よ
り
強
く
現
れ
た
性

格
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
　
　
　
　

二
、
張
岱
の
『
西
湖
夢
尋
』
―
概
説
と
私
感
―

　

田
汝
成
の
『
遊
覧
志
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、
西
湖
に
関
し
て
何
ら
か
の
著
述
を
成
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
れ

を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
実
例
の
一
つ
と
し
て
、
明
末
万
暦
三
十
九
年
（
一
六
一
一
）
自
序
の
張
岱
編
『
西
湖
夢
尋
』
全

五
巻
が
あ
げ
ら
れ
る
（
以
下
『
夢
尋
』）。
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三

　

張
岱
の
『
夢
尋
』
は
、『
遊
覧
志
』
の
記
述
を
多
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
多
寡
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
張
岱
は
、『
遊
覧
志
』
全
二
十
四
巻
に
掲
載
さ
れ
た
多
く
の
西
湖
の
景
勝
の
う
ち
で
も
、
主
要
な
も
の
の
み
を
選
択
し
て
全

五
巻
に
短
く
ま
と
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、『
夢
尋
』
は
『
遊
覧
志
』
の
一
種
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
よ
り
簡
便
に

西
湖
の
楽
し
み
を
概
観
で
き
る
と
い
う
、
ち
ょ
う
ど
現
代
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
各
記
事
の
内
容
に
つ
い
て
、『
夢
尋
』
は
『
遊
覧
志
』
の
単
な
る
抄
出
で
は
な
い
。『
遊
覧
志
』
の
記
事
に
基
づ
い
て
、
各

名
勝
の
概
観
を
示
し
た
あ
と
で
、
張
岱
自
身
の
感
慨
、
思
い
出
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
の
内
容
は
、
そ
の
名
勝
に
関
係
す
る
歴

史
的
人
物
に
つ
い
て
の
張
岱
が
撰
ん
だ
逸
話
や
、
張
岱
の
個
人
的
褒
貶
、
あ
る
い
は
そ
の
名
勝
に
お
い
て
張
岱
が
直
接
見
聞
し
た
記
憶

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
『
夢
尋
』
を
読
む
楽
し
さ
が
あ
る
。

　

張
岱
が
紹
興
の
富
豪
で
あ
り
、
西
湖
を
初
め
と
す
る
江
南
の
豪
奢
を
極
め
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
随
筆
『
陶
庵
夢
憶
』（
岩
波

文
庫
所
収
）か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
張
岱
が
単
な
る
遊
冶
郎
の
好
事
家
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
明
朝
の
瓦
解

に
あ
た
り
、
節
を
曲
げ
て
清
に
仕
え
る
こ
と
な
く
、
山
に
逃
れ
て
晩
年
の
大
著
『
石
匱
書
』
の
編
纂
に
専
念
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
の
全
二
百
二
十
巻
に
及
ぶ
巨
編
は
、
紀
伝
体
の
明
史
で
あ
り
、
ま
さ
に
張
岱
の
「
史
記
」
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
歴
史
と
政
治
に

深
い
関
心
を
持
つ
張
岱
の
性
格
が
、『
夢
尋
』
の
独
自
記
事
に
は
濃
厚
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

岳
飛
を
死
に
追
い
や
っ
た
秦
檜
や
、
杭
州
の
寺
院
や
遺
跡
を
冒
涜
し
た
元
僧
楊
連
真
伽
な
ど
の
所
業
に
対
し
て
は
口
を
極
め
て
憤
る

一
方
で
、
岳
飛
や
于
謙
と
い
っ
た
身
を
捨
て
て
国
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
。
ま
た
、
文
芸
の
尊
重

は
つ
ね
に
彼
の
思
考
の
底
流
に
流
れ
て
お
り
、
な
か
ん
ず
く
、
蘇
東
坡
の
逸
話
・
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
。
賈

似
道
の
よ
う
な
、
通
常
批
判
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
人
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
文
芸
理
解
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
弁
護
す
る

と
い
う
よ
う
な
場
面
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、『
夢
尋
』
の
魅
力
は
、『
遊
覧
志
』
と
較
べ
て
よ
り
簡
便
に
西
湖
の
名
勝
を
概
観
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ

― 175 ―― 174 ―



名古屋外国語大学外国語学部紀要第47号（2014.8）

― 5 ―

四

け
で
は
な
く
、
一
代
の
文
人
張
岱
の
癖
の
あ
る
独
特
な
眼
差
し
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
、
西
湖
に
ま
つ
わ
る
「
政
」
と
「
史
」
に
つ
い

て
の
私
感
が
、
読
む
も
の
を
し
て
い
っ
そ
う
深
く
西
湖
の
景
観
に
引
き
入
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　

三
、
高
濂
の
『
四
時
幽
賞
』
の
特
異
性

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
高
濂
の
『
四
時
幽
賞
』（
以
下
『
幽
賞
』）
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
田
汝
成
の
『
遊
覧
志
』
や
張
岱
の
『
夢
尋
』

を
取
り
上
げ
た
の
は
、『
幽
賞
』
が
こ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
内
容
・
性
格
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
万
暦
八
年

（
一
五
八
〇
）
で
、『
遊
覧
志
』
よ
り
も
三
十
三
年
遅
れ
、『
夢
尋
』
よ
り
も
三
十
一
年
早
い
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、『
遊
覧
志
』
は
各
景
勝
地
の
歴
史
・
由
来
な
ど
の
デ
ー
タ
を
詳
細
に
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、『
幽
賞
』
に
は
そ
う
し
た

記
述
は
ま
っ
た
く
な
い
。
景
勝
に
ま
つ
わ
る
逸
話
や
人
物
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
寺
院
や
建
物
が
い
つ
頃
創
建
さ
れ
、
い
つ
頃

焼
け
て
、
ま
た
い
つ
再
建
さ
れ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
高
濂
に
は
、
西
湖
に
つ
い
て
の
概
説
、
最

低
限
の
予
備
知
識
を
読
者
に
提
供
す
る
な
ど
と
い
う
意
図
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。『
遊
覧
志
』
に
見
ら
れ
、『
夢
尋
』
に

も
継
承
さ
れ
て
い
る
、
事
実
・
知
識
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
性
格
は
、『
幽
賞
』
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
幽
賞
』
は
、
そ
の
題
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
四
時
（
四
季
）
お
り
お
り
の
西
湖
の
楽
し
み
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
も
の
で
、
春
夏

秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
十
二
箇
条
の
短
文
、
合
計
四
十
八
条
か
ら
成
る
。
そ
し
て
そ
の
西
湖
の
楽
し
み
と
は
、
す
べ
て
高
濂
自
身
が
実
際
に
体

験
し
、
味
わ
っ
た
上
で
感
じ
た
楽
し
み
で
あ
っ
て
、
何
か
を
引
き
写
し
た
も
の
は
基
本
的
に
な
い
。
彼
自
身
、
蘇
堤
の
跨
虹
橋
の
ほ
と

り
に
山
満
楼
と
い
う
別
荘
を
持
っ
て
お
り
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
西
湖
や
そ
の
周
辺
の
景
勝
を
隅
々
ま
で
見
て
ま
わ
り
知
覚
し
た
事
柄

や
印
象
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
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五

　
『
幽
賞
』
は
こ
の
よ
う
に
高
濂
自
身
の
体
験
・
印
象
・
感
想
を
も
と
に
し
た
楽
し
み
を
述
べ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
『
夢
尋
』
で
張

岱
が
綴
っ
た
よ
う
な
私
感
と
は
、
異
な
っ
た
性
格
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
西
湖
近
辺
に
別
荘
を
持
ち
、
あ
ち
こ
ち
見
て
ま
わ
っ

た
と
い
う
点
で
は
、
張
岱
も
高
濂
と
同
様
で
あ
る
が
、
張
岱
は
第
一
に
、
景
勝
に
ま
つ
わ
る
事
件
や
人
物
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
織
り
な

し
て
き
た
歴
史
と
政
治
に
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
自
己
の
評
価
を
積
極
的
に
好
ん
で
述
べ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
幽
賞
』
は
、
そ
う
し
た
歴
史
や
政
治
に
関
す
る
事
柄
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
全
く
な
く
、
ま
し
て
そ
れ
ら
へ
の
自

己
の
賛
辞
や
批
判
を
述
べ
る
こ
と
も
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も
『
遊
覧
志
』
に
見
ら
れ
、『
夢
尋
』
に
継
承
さ
れ
て
い
た
、
各
景
勝
を
題

材
と
し
た
過
去
の
詩
人
の
作
品
を
列
挙
す
る
手
法
も
、『
幽
賞
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
本
文
中
へ
の
自
然
な
引
用
を
除
い
て
、
自
作
も
含

め
韻
文
の
並
記
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
散
文
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、『
幽
賞
』
は
、『
遊
覧
志
』
や
『
夢
尋
』
と
は
ま
っ
た

く
対
照
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

四
、
高
濂
の
「
幽
賞
」
の
意
味
―
西
湖
の
内
外
と
心
の
内
外
―

　

西
湖
に
ま
つ
わ
る
歴
史
に
も
政
治
に
も
、
そ
し
て
過
去
の
詩
人
の
作
品
に
も
関
心
が
な
い
と
す
れ
ば
、
高
濂
は
い
っ
た
い
何
に
関
心

が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、「
自
分
自
身
と
西
湖
自
身
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
題
名
の
「
幽
賞
」
の
意
味
と

も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

西
湖
の
景
勝
に
立
つ
高
濂
は
、
目
の
前
に
広
が
る
景
観
や
景
物
を
、
ま
ず
第
一
に
自
分
自
身
の
視
覚
・
聴
覚
、
そ
し
て
味
覚
な
ど
の

感
覚
を
総
動
員
し
て
味
わ
い
、
そ
の
結
果
を
言
葉
で
記
述
す
る
。
だ
か
ら
『
幽
賞
』
の
本
文
に
は
物
事
を
形
容
す
る
語
彙
が
頻
出
す
る

こ
と
に
な
る
。
物
事
を
形
容
す
る
そ
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
の
、
い
わ
ば
素
の
心
で
あ
っ
て
、
過
去
の
詩
人
と
い
っ
た
、
他

者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
借
り
て
景
観
に
対
す
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
や
ら
な
い
。
そ
し
て
、
見
る
主
体

― 173 ―― 172 ―



名古屋外国語大学外国語学部紀要第47号（2014.8）

― 7 ―

六

が
素
の
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
高
濂
に
見
ら
れ
る
客
体
で
あ
る
西
湖
も
ま
た
、
素
の
西
湖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
西
湖

に
ま
つ
わ
る
歴
史
や
政
治
的
事
柄
に
は
、
高
濂
は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
さ
な
い
。

　

つ
ま
り
、
高
濂
の
指
向
は
常
に
内
部
に
向
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
歴
代
の
詩
人
が
作
っ
た
西
湖
を
題
材
と
す
る
詩
文
な
ど
は
、
ど

れ
ほ
ど
そ
れ
が
優
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
所
詮
は
自
分
の
心
の
外
部
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
他
者
に
過
ぎ
ず
、
自
分
の
心
の
真
実
で
は

な
い
。
同
様
に
、
西
湖
や
そ
の
周
辺
を
舞
台
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
歴
史
や
政
治
的
事
柄
も
ま
た
、
西
湖
の
外
部
に
ま
と
わ
り

つ
い
た
他
者
で
あ
っ
て
、
西
湖
の
真
実
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

高
濂
の
言
う
「
幽
賞
」
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。「
幽
」
と
は
、
こ
の
場
合
「
奥
深
い
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
高
濂
は
自
身

の
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
、
西
湖
の
奥
深
い
内
部
の
真
実
を
直
観
し
、
そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
れ
が
成
就
し
た
と

き
、
お
そ
ら
く
彼
の
心
と
西
湖
と
は
一
体
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

高
濂
が
そ
の
序
文
で
、「
い
つ
で
も
人
が
景
観
を
心
静
か
に
味
わ
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
、
他
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
し
て
西
湖
の
外
面
を
眺
め
て
い
る
も
の
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
そ
の
真
実
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、「
心
で
理
解
す
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
景
観
の
本
当
の
妙
趣
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
屋
外
で
西
湖
を
愛

で
る
だ
け
で
は
な
く
、「
夢
の
中
の
思
い
や
、
心
だ
け
が
飛
ん
で
行
っ
て
楽
し
む
こ
と
」も
、
高
濂
に
と
っ
て
は
重
要
な
鑑
賞
法
と
な
る
。

　

高
濂
は
大
著
『
遵
生
八
箋
』
の
編
著
者
で
あ
る
。『
遵
生
八
箋
』
は
１
清
修
妙
論
箋
・
２
四
時
調
摂
箋
・
３
起
居
安
楽
箋
・
４
延
年
却

病
箋
・
５
燕
閑
清
賞
箋
・
６
飲
饌
服
食
箋
・
７
霊
秘
丹
薬
箋
・
８
塵
外
遐
挙
箋
の
八
箋
か
ら
成
り
、
自
序
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
著
述

の
目
的
は
我
が
身
の
「
明
哲
保
身
、
息
心
養
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
幽
賞
』
も
実
は
そ
の
２
四
時
調
摂
箋
に
含
ま
れ
て
い
る
。

『
遵
生
八
箋
』
に
は
、
同
じ
く
明
代
の
文
震
亨
編
『
長
物
志
』
や
屠
隆
編
（
仮
託
カ
）『
考
槃
余
事
』
と
同
様
に
、
器
物
や
食
物
、
薬
品

か
ら
建
物
・
園
林
な
ど
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る
文
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
従
来
こ
う
し
た
編
著
は
、
明
代
の
爛
熟
し
た
文
化
が
生
ん
だ
、

一
種
「
玩
物
喪
志
」
的
な
著
作
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
今
回
『
幽
賞
』
の
記
述
を
通
し
て
、
高
濂
の
「
志
」
と
は
、
す
ぐ
れ
た
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七

文
物
を
身
の
回
り
に
収
集
し
て
喜
ぶ
と
い
う
よ
う
な
外
面
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
文
物
の
真
実
を
心
の
真
実
で
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
心
と
文
物
と
の
一
体
化
を
目
指
し
、
そ
の
結
果
自
身
の
心
性
そ
の
も
の
が
高
め
ら
れ
養
わ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
明
代
の
文
人
高
濂
に
導
か
れ
て
西
湖
の
景
観
を
味
わ
い
た
い
と
思
う
。
な
お
、

『
幽
賞
』
に
は
寛
文
八
年
の
和
刻
本
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
期
の
日
本
人
の
西
湖
に
対
す
る
見
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が

あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
号
で
述
べ
た
い
。

　
　
　
　
　

底
本
に
つ
い
て

　

翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
寛
文
八
年
の
和
刻
本
を
底
本
と
し
、『
四
時
幽
賞
録
他
十
種
』（
底
本
は
「
清
光
緒
甲
午
丁
氏
刊
本
」
と
あ
る
。

上
海
古
籍
出
版
社
）
所
収
の
活
字
本
を
用
意
し
て
、
交
互
に
参
照
し
た
。

　

両
者
は
、
和
刻
本
の
誤
刻
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
除
き
、
本
文
に
大
差
は
な
い
も
の
の
、
冒
頭
の
自
序
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
に

は
別
の
系
統
で
あ
ろ
う
。
和
刻
本
の
序
文
に
は
年
紀
は
な
い
が
、
そ
の
文
章
は
『
遵
生
八
箋
』（
万
暦
十
九
年
序
刊
）
所
収
の
も
の
と
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
和
刻
本
は
『
遵
生
八
箋
』
か
ら
抄
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、『
遵
生
八
箋
』（
一
九
九
二
年
、
巴
蜀
書
社
）

も
参
照
し
た
。
一
方
、
活
字
本
の
自
序
に
は
「
万
暦
庚
辰
」、
す
な
わ
ち
万
暦
八
年
（
一
五
八
〇
）
の
年
紀
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
遵
生

八
箋
』
に
先
だ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
も
の
の
系
統
と
思
わ
れ
る
。
明
版
の
『
四
時
幽
賞
』
と
し
て
は
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の
明
王
道

焜
編
『
雪
堂
韻
史
』
刊
本
八
冊
（
守
先
閣
旧
蔵
本
、
三
六
函 
一
架
）
所
収
本
が
あ
る
由
だ
が
筆
者
未
見
。

　
　
　
　
　

目
次

【
春
時
幽
賞
十
二
条
】

１
孤
山
月
下
看
梅
花 

２
八
卦
田
看
菜
花 

３
虎
跑
泉
試
新
茶 

４
保
叔
塔
看
暁
山 
５
西
渓
啖
煨
笋 

６
登
東
城
望
桑
麦 

７
三
塔
基
看
春
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草 
８
初
陽
台
望
春
樹 

９
山
満
楼
観 

10
蘇
堤
看
桃
花 

11
西
冷
橋
玩
落
花 

12
天
然
閣
上
看
雨

【
夏
時
幽
賞
十
二
条
】

13
蘇
堤
看
新
緑 

14
東
郊
玩
蚕
山 

15
三
生
石
談
月 

16
飛
来
洞
避
暑 

17
壓
堤
橋
夜
宿 

18
湖
心
亭
採
蓴 

19
湖
晴
視
水
面
流
虹 

20
山
晩

聴
軽
雷
断
雨 
21
乗
露
剖
蓮
雪
藕 

22
空
亭
坐
月
鳴
琴 

23
観
湖
上
風
雨
欲
来 

24
歩
山
径
野
花
幽
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訳
文

四
時
幽
賞

　

わ
た
く
し
高
濂
は
こ
う
考
え
る
。
世
を
逃
れ
て
山
中
に
住
む
も
の
の
性
癖
は
、
四
季
の
景
色
を
心
静
か
に
味
わ
う
こ
と
に
あ
る
。
そ

の
興
趣
こ
そ
真
実
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
杭
州
に
お
け
る
、
い
く
つ
か
の
事
柄
を
挙
げ
て
記
述
し
、
こ
れ
に
同
調
し
よ
う
と

思
う
。

　

た
だ
し
、
心
静
か
に
味
わ
う
べ
き
素
晴
ら
し
い
境
涯
は
天
下
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
き
わ
め
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
残
念
な
が
ら
、

こ
れ
を
好
む
者
の
心
が
真
実
の
境
地
に
な
い
の
で
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
だ
か
ら
、
い
つ
で
も
人
が
景
観
を
心
静
か
に
味
わ
え
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
素
晴
ら
し
い
景
観
が
人
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
お
お
ら
か
で
物
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
気
持
ち
を
も
っ
て
、
塵
間
を
超
越
し
俗
界
を
脱
出
す
る
。
は
る
か
に
物
事
を

見
通
す
眼
力
を
そ
な
え
て
景
色
を
観
覧
し
、
心
で
理
解
す
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
景
観
の
本
当
の
妙
趣
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

景
観
を
楽
し
む
こ
と
に
関
し
て
は
、
何
も
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
お
こ
な
っ
て
尽
き
る
こ
と
も
な
い
。
簡
単
に
手
に
入
り
、

一
日
中
鑑
賞
で
き
る
の
だ
。（
そ
の
う
え
）
夢
の
中
の
思
い
や
、
心
だ
け
が
飛
ん
で
行
っ
て
楽
し
む
こ
と
も
、
わ
た
し
は
永
遠
に
忘
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
果
た
し
て
こ
れ
に
ま
さ
る
楽
し
み
が
あ
ろ
う
か
。
ま
だ
す
べ
て
を
尽
く
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
ほ

ん
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。
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春
時
幽
賞
十
二
条

１
孤
山
で
月
の
下
に
梅
の
花
を
見
る
。（
孤
山
月
下
看
梅
花
）*1

　

孤
山
の
旧
址
に
は
、
逋
老
人
が
梅
を
三
百
六
十
株
植
え
た
が
、
す
で
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
継
い
で
植
え
た
も
の
も
、
今
で

は
数
が
少
な
く
な
っ
て
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
孫
中
貴
が
元
の
数
を
補
っ
て
植
え
た
。

　

春
の
初
め
に
は
美
し
い
梅
樹
が
重
な
り
合
い
、白
梅
の
花
が
入
り
交
じ
る
。
玉
の
台
に
寄
り
か
か
っ
て
眺
め
れ
ば
、ほ
の
か
に
ぼ
お
っ

と
し
て
、
ま
る
で
（
仙
人
の
住
む
）
玄
圃
や
、（
梅
の
名
所
の
）
羅
浮
山
に
座
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
た
そ
が
れ
の
月
光

の
下
に
酒
樽
を
携
え
て
高
吟
し
て
楽
し
ま
な
け
れ
ば
、
闇
に
漂
う
梅
の
香
り
や
「
疎
影
横
斜
」
の
興
趣
に
つ
い
て
、
本
当
の
有
様
を
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

２
八
卦
田
に
菜
の
花
を
見
る
。（
八
卦
田
看
菜
花
）*2

　

宋
代
の
籍
田
は
、八
卦
の
爻こ
う

を
も
っ
て
溝
と
あ
ぜ
を
つ
く
り
、丸
く
配
置
し
て
造
形
し
た
も
の
だ
。
今
で
も
な
お
残
っ
て
い
る
。
春
の

時
に
は
、
菜
の
花
が
む
ら
が
り
開
く
。
天
真
高
嶺
（
玉
皇
山
）
か
ら
遠
望
す
れ
ば
、
黄
金
（
の
菜
の
花
）
が
土
手
を
作
り
、
碧
玉
（
の

稲
の
新
芽
）
が
畑
を
な
し
、（
風
が
吹
く
と
ま
る
で
）
長
江
の
波
の
よ
う
に
ゆ
れ
動
き
、
お
ぼ
ろ
に
河
図
洛
書
の
中
か
ら
陰
陽
の
爻
が
か

た
ど
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
湖
面
と
空
は
広
々
と
し
て
、
目
を
凝
ら
せ
ば
、
遙
か
に
さ
ら
に
形
象
の
ほ
か
の
想
念
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

３
虎
跑
泉
に
て
新
茶
を
試
み
る
。（
虎
跑
泉
試
新
茶
）*3

　

西
湖
の
泉
水
は
虎
跑
泉
の
水
を
も
っ
て
最
上
と
す
る
。
二
つ
の
山
の
お
茶
は
龍
井
を
も
っ
て
上
質
と
す
る
。
穀
雨
の
前
に
茶
を
摘
ん

で
少
し
あ
ぶ
る
。
そ
し
て
、
虎
跑
泉
の
水
を
沸
騰
さ
せ
て
煮
出
せ
ば
香
り
も
き
よ
ら
か
で
、
味
わ
い
も
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
お
り
、
涼
し
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一
〇

げ
で
詩
心
に
し
み
わ
た
る
。
春
が
来
る
た
び
に
山
の
中
に
隠
棲
し
、
新
茶
に
酔
い
し
れ
て
、
ひ
と
月
は
過
ご
す
べ
き
な
の
だ
。

４
保
叔
塔
か
ら
暁
の
山
を
見
る
。（
保
叔
塔
看
暁
山
）*4

　

み
ど
り
の
山
は
湖
を
め
ぐ
り
、そ
の
景
観
は
様
々
で
あ
る
が
、た
だ
春
の
朝
の
光
景
が
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い
。
あ
る
い
は
霧
が
山
腹

に
か
か
り
、
あ
る
い
は
霞
が
木
々
の
梢
に
ま
と
わ
り
つ
く
。
そ
の
う
ち
に
も
や
が
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
晴
れ
て
ゆ
き
、（
山
が
太
陽
の
光
で
）

輝
き
始
め
る
。
あ
る
い
は
、
山
の
雲
気
が
さ
か
ん
に
立
ち
あ
が
り
、
曙
の
色
で
お
お
い
か
く
す
。
峯
は
さ
し
の
ぼ
る
朝
日
に
照
ら
さ
れ

て
、
自
然
の
清
ら
か
な
美
し
さ
が
高
々
と
あ
ら
わ
れ
、
風
は
渓
谷
か
ら
わ
き
あ
が
る
雲
を
散
ら
し
、
林
の
中
の
さ
つ
き
は
さ
わ
や
か
に

咲
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
遙
か
な
峯
が
や
わ
ら
か
な
藍
色
に
刷
か
れ
、
遠
い
山
の
頂
き
は
た
ち
ま
ち
し
っ
と
り
と
し
た
緑
色
に
な
る
の
が
見
え
る
。
幻

の
よ
う
に
変
化
す
る
天
象
が
現
れ
、
少
し
の
間
に
様
々
な
形
を
現
す
。
こ
の
光
景
は
ち
ょ
う
ど
夢
の
真
っ
最
中
の
時
間
で
、
恐
ら
く
町

の
人
々
は
容
易
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

５
西
渓
楼
で
焼
い
た
竹
の
子
を
食
べ
る
。（
西
渓
啖
煨
笋
）*5

　

西
渓
に
は
竹
林
が
も
っ
と
も
多
く
、
竹
の
子
の
生
産
が
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
る
。
た
だ
し
、
竹
の
子
の
味
わ
い
の
美
味
な
る
こ
と
の

本
当
の
と
こ
ろ
を
会
得
す
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
。

　

春
に
竹
の
子
が
伸
び
て
肥
え
て
い
る
最
中
に
、
竹
の
根
も
と
の
葉
を
あ
つ
め
て
埋
み
火
で
焼
く
。
火
が
通
っ
た
ら
刃
物
で
切
っ
て
皮

を
剥
い
で
食
べ
る
。
竹
林
で
の
清
ら
か
な
味
わ
い
は
、
そ
の
う
ま
さ
で
こ
れ
に
比
べ
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
世
間
の
俗
な
心
持
ち
で
は
、

ど
う
し
て
こ
の
本
当
の
味
わ
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
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一
一

６
東
城
に
登
っ
て
桑
と
麦
を
眺
め
る
。（
登
東
城
望
桑
麦
）*6

　

桑
と
麦
が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
東
の
郊
外
が
も
っ
と
も
広
い
。
田
の
畝
が
万
頃
と
続
き
、
一
望
し
て
限
り
が

な
い
。
春
の
時
に
は
桑
の
林
と
麦
の
畑
が
高
く
低
く
競
い
の
び
て
、
風
に
揺
れ
て
青
い
波
が
幾
重
に
も
重
な
り
、
雨
が
通
り
過
ぎ
て
み

ど
り
の
雲
が
ま
と
わ
り
つ
く
。

　

雉
が
春
の
陽
光
に
鳴
き
、
鳩
は
朝
の
雨
に
鳴
く
。
竹
の
ま
が
き
の
あ
る
茅
葺
き
の
家
に
は
、
紅
の
桃
の
花
や
白
い
李
の
花
が
咲
き
乱

れ
、
紫
燕
や
黄
鶯
が
飛
び
交
っ
て
、
目
に
映
る
色
彩
は
豊
か
で
あ
る
。
村
の
家
の
閑
居
の
味
わ
い
が
増
す
と
、
人
に
俗
っ
ぽ
い
色
ど
り

を
忘
れ
さ
せ
る
。

７
三
塔
の
も
と
に
春
の
草
を
見
る
。（
三
塔
基
看
春
草
）*7

　

湖
の
中
の
三
塔
寺
の
基
底
は
、湖
面
の
下
の
一
尺
ば
か
り
の
浅
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
春
の
時
に
は
草
が
平
湖
に
伸
び
て
い
る
。
緑
の
色

が
波
の
中
に
浮
か
び
動
く
。
水
を
浴
び
る
鷺
や
、
よ
く
狎
れ
た
鴎
が
飛
び
舞
い
、
よ
く
自
適
し
て
い
る
。
一
望
す
る
こ
の
光
景
は
、
平

生
か
ら
の
わ
た
し
の
思
い
に
深
く
か
な
っ
て
い
る
。
安
ら
か
に
対
面
し
て
、
そ
れ
を
親
し
げ
に
見
つ
め
る
こ
と
が
心
地
よ
い
。
そ
れ
で
、

古
詩
に
「
草
が
伸
び
て
平
湖
に
白
鷺
が
飛
ぶ
」
と
あ
る
の
を
思
い
出
し
、
そ
の
幽
賞
の
お
も
む
き
を
浅
か
ら
ず
自
得
し
た
。

８
初
陽
台
に
春
の
樹
を
望
む
。（
初
陽
台
望
春
樹
）*8

　

西
湖
は
三
方
を
山
が
め
ぐ
り
、
東
は
城
市
と
な
っ
て
い
る
。
春
に
な
れ
ば
樹
木
の
色
は
新
し
く
な
っ
て
、
こ
ん
も
り
と
茂
っ
て
く
る
。

台
に
登
っ
て
四
方
を
眺
め
れ
ば
、
浅
く
深
く
青
緑
の
色
彩
が
そ
こ
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
、
高
く
低
く
入
り
交
じ
っ
て
各
方
面
に
出
て
い
る
。

あ
る
い
は
む
く
む
く
と
動
い
て
も
や
を
浮
か
べ
、あ
る
い
は
細
く
な
よ
な
よ
と
し
て
雨
を
お
び
て
い
る
。
あ
る
い
は
山
林
に
む
ら
が
り
生

え
、
あ
る
い
は
楼
閣
に
お
お
い
映
る
。
あ
る
い
は
日
に
向
か
っ
て
栄
え
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
水
に
臨
ん
で
緑
の
色
を
漂
わ
せ
る
。
こ
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一
二

の
奥
深
い
静
か
な
風
景
は
心
に
か
な
っ
て
い
る
。
自
然
に
胸
の
中
に
は
生
き
生
き
と
し
た
思
い
が
生
じ
る
。
目
を
凝
ら
す
と
（
景
色
が
）

人
の
気
持
ち
を
く
す
ぐ
る
。
水
と
雲
と
春
の
樹
木
へ
の
思
い
を
さ
ら
に
か
き
立
て
る
の
だ
。

９
山
満
楼
に
て
柳
を
見
る
。（
山
満
楼
観
柳
）*9

　

蘇
堤
の
跨
虹
橋
か
ら
東
に
数
歩
の
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
は
小
さ
な
建
物
を
築
い
た
。
湖
に
対
し
て
南
に
向
い
て
い
る
。
山
満
楼
と
名

付
け
た
。
わ
た
し
は
こ
こ
に
来
る
た
び
に
、
楼
閣
の
上
に
鳥
の
よ
う
に
巣
ご
も
り
し
て
、
欄
干
に
よ
り
か
か
っ
て
蘇
堤
を
楽
し
む
。
蘇

堤
は
楼
の
ひ
さ
し
と
接
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

堤
の
上
の
柳
は
、
正
月
上
旬
よ
り
鵞
鳥
の
雛
の
よ
う
な
や
わ
ら
か
い
黄
緑
色
を
し
て
、
二
月
に
は
鴨
の
よ
う
な
（
あ
ざ
や
か
な
）
緑

色
で
な
ま
め
か
し
く
揺
れ
て
い
る
。
心
引
か
れ
て
見
て
い
る
と
、
そ
の
色
彩
は
も
っ
と
も
人
の
気
持
ち
を
乱
す
。

　

だ
か
ら
詩
に
は
、「
た
ち
ま
ち
に
道
ば
た
の
楊
柳
を
見
る
」
思
い
と
あ
る
。
ま
た
霧
を
切
り
、
煙
を
横
た
え
、
ほ
の
か
に
多
く
あ
る
か

の
よ
う
に
見
え
、
風
に
傾
い
て
雨
を
さ
え
ぎ
り
、
長
い
堤
を
瀟
洒
な
も
の
に
す
る
。
新
緑
や
日
陰
の
中
の
姿
を
愛
好
す
れ
ば
、
つ
い
に

は
愁
い
を
生
み
、
恨
み
を
発
す
る
。
風
流
の
情
趣
は
こ
と
ご
と
く
楼
の
中
に
入
り
、
春
の
色
彩
が
あ
わ
た
だ
し
く
、
わ
た
し
の
衣
の
た

も
と
に
授
け
ら
れ
る
。

　

柔
ら
か
い
柳
の
枝
が
風
に
吹
か
れ
て
、
踊
る
足
の
よ
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
き
、（
柳
絮
が
）
雪
の
よ
う
に
舞
い
、
花
の
よ
う
に
飛
び
、

上
も
下
も
風
に
従
う
。
ま
る
で
絮わ
た

が
野
原
一
面
に
浮
か
び
、
妓
女
の
楼
閣
を
め
ぐ
り
、
僧
の
宿
舎
に
ひ
る
が
え
っ
て
ぶ
つ
か
る
よ
う
だ
。

点
々
と
酒
屋
の
看
板
の
旗
と
共
に
ゆ
っ
た
り
と
飛
び
上
が
り
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
燕
や
鶯
を
追
っ
て
飛
び
舞
う
。（
そ
し
て
）
泥
に
汚
れ

水
に
流
れ
る
。

　

こ
れ
を
ど
う
し
て
た
だ
詩
の
題
材
だ
け
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
目
に
見
え
る
形
の
あ
る
も
の
が
幻
影
で
あ
る
こ
と
を
知

る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
風
の
中
の
柳
絮
を
見
れ
ば
よ
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
別
荘
の
額
は
「
浮
生
燕
塁
」（
は
か
な
い
燕
の
す
み
か
）
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一
三

と
題
す
る
。

10
蘇
堤
に
桃
の
花
を
見
る
。（
蘇
堤
看
桃
花
）*10

　

蘇
堤
の
六
つ
の
橋
の
桃
の
花
を
人
は
争
っ
て
賞
翫
す
る
。
そ
の
奥
ゆ
か
し
い
お
も
む
き
は
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
い
ま
だ
そ
の
す
べ
て

を
愛
で
尽
く
し
得
て
は
い
な
い
。
桃
の
花
の
絶
妙
な
景
観
に
は
六
つ
の
趣
向
が
あ
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、明
け
方
の
も
や
の
中
で
初
め
て
花
開
く
こ
と
に
あ
る
。
霞
に
紅
の
影
を
浮
か
べ
、か
す
か
な
露
が
う
す
く
か
か
る
。
そ

の
姿
の
瀟
洒
な
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
美
人
が
朝
起
き
出
し
て
、
な
ま
め
か
し
く
も
弱
々
し
く
新
た
に
化
粧
す
る
か
の
よ
う
だ
。

　

そ
の
二
つ
は
、
明
月
の
光
に
花
が
浮
か
ぶ
こ
と
だ
。
影
に
は
か
ぐ
わ
し
い
霧
を
籠
め
、
そ
の
様
子
は
あ
で
や
か
に
笑
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
夜
の
姿
の
芳
潤
な
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
美
人
が
月
の
下
を
歩
く
よ
う
で
、
物
静
か
な
お
も
む
き
が
あ
る
。

　

そ
の
三
つ
は
、
夕
陽
が
山
の
端
に
か
か
り
、
紅
の
影
に
花
が
つ
や
や
か
に
輝
く
こ
と
だ
。
春
た
け
な
わ
に
し
て
力
な
く
、
そ
の
美
し

く
物
事
に
堪
え
ら
れ
な
い
様
子
は
、
あ
た
か
も
美
人
が
ほ
ろ
酔
い
加
減
で
、
恥
ず
か
し
が
っ
て
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

そ
の
四
つ
は
、
細
か
な
雨
が
花
を
湿
ら
せ
る
こ
と
だ
。
化
粧
し
た
姿
は
赤
い
紅
が
さ
さ
れ
、
新
し
く
け
が
れ
の
な
い
花
が
濡
れ
そ
ぼ

つ
。
色
が
変
わ
り
、
水
煙
に
潤
う
様
子
は
、
あ
た
か
も
美
人
が
湯
上
が
り
し
た
ば
か
り
で
、
暖
か
く
つ
や
や
か
に
な
り
、
な
め
ら
か
で

と
ろ
け
る
よ
う
だ
。

　

そ
の
五
つ
は
、
庭
で
高
く
か
が
り
火
を
た
き
、
酒
を
と
っ
て
花
を
見
れ
ば
、
花
び
ら
が
光
っ
て
ま
る
で
薄
絹
の
よ
う
だ
。
美
し
さ
を

競
い
、
色
を
も
て
あ
そ
ぶ
様
子
は
、
あ
た
か
も
美
人
が
夜
の
化
粧
を
し
て
、
あ
で
や
か
に
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

そ
の
六
つ
は
、花
の
季
節
が
ま
さ
に
さ
か
り
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
こ
ろ
だ
。
残
り
の
花
が
散
り
落
ち
、枝
を
離
れ
よ
う
と
し
て
ま
だ
落

ち
ず
、
な
か
ば
は
落
ち
、
な
か
ば
は
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
か
ね
て
よ
り
、
風
神
が
無
情
に
も
高
い
所
か
ら
た
ち
ま
ち
吹
き
起
こ
り
、

無
数
の
残
り
の
花
び
ら
が
入
り
乱
れ
て
飛
び
散
り
、
あ
る
い
は
、
顔
に
当
た
っ
て
人
に
挑
み
か
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
酒
樽
の
中
に
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一
四

浮
か
ん
で
、
酒
席
に
花
を
添
え
る
。
心
は
う
っ
と
り
と
し
て
も
の
さ
わ
が
し
い
。
あ
た
か
も
美
人
が
病
ん
で
弱
り
、
化
粧
し
た
顔
の
美

し
さ
も
減
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
六
つ
は
、
た
だ
、
ま
こ
と
に
味
わ
う
も
の
だ
け
が
会
得
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
香
り
の
あ
る
草
が
春
を
留
め
る
よ
う
に
、

緑
の
布
団
と
重
な
り
あ
っ
た
錦
の
上
で
わ
た
し
は
酔
っ
て
眠
り
、
地
に
坐
っ
て
高
声
に
所
懐
を
詠
じ
る
。
花
び
ら
が
散
ら
ば
っ
て
衣
を

満
た
せ
ば
、
残
り
の
香
り
が
さ
か
ん
に
鼻
に
た
だ
よ
い
、
夢
で
花
神
と
手
を
取
り
合
っ
て
、「
巫
山
の
雲
雨
」
の
思
い
を
遂
げ
る
。
美
し

い
雲
が
飛
び
来
た
り
、
奥
深
い
歓
び
が
流
れ
広
が
る
。
こ
の
楽
し
み
の
何
と
深
遠
な
る
こ
と
よ
。

11
西
冷
橋
で
落
花
を
楽
し
む
。（
西
冷
橋
玩
落
花
）*11

　

三
月
の
桃
の
花
は
、
蘇
堤
で
花
弁
を
落
と
し
、
そ
れ
が
風
に
よ
っ
て
た
だ
よ
い
、
水
の
流
れ
に
の
っ
て
周
回
す
る
。
た
だ
よ
っ
た
そ

の
軌
跡
の
多
く
が
西
冷
橋
の
ほ
と
り
に
集
ま
る
。
散
っ
た
花
弁
は
、
玉
が
砕
け
た
よ
う
で
香
り
は
す
が
す
が
し
く
、
赤
い
色
が
片
々
と

残
っ
て
い
る
の
は
、
詩
人
に
対
面
し
て
泣
き
別
れ
る
様
子
に
似
て
い
る
。
お
と
こ
ら
し
く
別
れ
の
杯
を
酌
み
交
わ
そ
う
。
そ
し
て
、「
渭

城
の
朝
雨
」
の
句
を
高
声
に
詠
お
う
で
は
な
い
か
。

12
天
然
閣
の
上
で
雨
を
見
る
。（
天
然
閣
上
看
雨
）*12

　

よ
い
雨
は
し
き
り
に
降
っ
て
、す
ぐ
に
始
ま
り
す
ぐ
に
や
む
。
山
の
頂
き
に
は
も
や
が
か
か
っ
て
た
ち
ま
ち
に
青
い
山
肌
を
隠
し
、樹

木
の
間
に
は
雲
気
が
わ
き
あ
が
り
た
ち
ま
ち
遠
い
山
を
ぼ
や
か
す
。
細
い
糸
筋
が
は
る
か
な
空
か
ら
飛
び
舞
っ
て
、
清
ら
か
に
輝
い
て

ひ
る
が
え
る
こ
と
限
り
が
な
い
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
霞
は
紅
に
染
ま
っ
て
水
面
に
う
つ
り
、
弱
い
日
差
し
が
西
に
傾
く
。
連
な
っ
た
山
々
は
、
途
切
れ
途
切
れ
に
煙
り

を
吐
き
出
し
、
林
の
樹
木
は
連
日
の
雨
で
ぼ
ん
や
り
と
見
え
な
い
。
残
り
の
雲
と
飛
ぶ
鳥
は
、
眺
望
の
中
に
溶
け
合
っ
て
ぼ
ん
や
り
と
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一
五

す
る
。
水
の
色
や
山
の
光
は
四
方
に
照
ら
さ
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
す
が
す
が
し
い
。
声
を
長
く
し
て
詩
を
吟
じ
、
楼
閣
に
よ
り
か
か
り
高

く
歌
っ
て
杯
を
浮
か
べ
る
。

　
（
こ
れ
を
見
て
）
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
天
気
の
変
化
は
速
や
か
で
測
り
が
た
く
、
降
っ
た
り
晴
れ
た
り
も
予
想
し
が
た
い
。
世
相

も
春
雨
の
よ
う
な
も
の
で
、
変
わ
り
や
す
く
人
を
翻
弄
す
る
。
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
の
は
、
す
べ
て
鏡
に
映
っ
た
花
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
天
眼
を
も
っ
て
看
破
す
べ
き
な
の
だ
。

夏
時
幽
賞
十
二
条

13
蘇
堤
に
新
緑
を
見
る
。（
蘇
堤
看
新
緑
）*13

　

三
月
中
旬
に
堤
の
上
の
桃
や
柳
の
新
葉
は
、
う
っ
そ
う
と
し
て
緑
陰
を
な
し
、
浅
い
緑
色
や
つ
や
や
か
な
青
色
が
も
や
に
籠
め
ら
れ

て
水
気
を
帯
び
る
。
上
下
を
一
望
す
れ
ば
、
青
い
雲
が
空
を
覆
い
、
寂
し
げ
な
静
け
さ
が
人
を
包
み
、
緑
は
衣
の
袂
に
し
み
こ
む
。
落

花
は
地
に
あ
っ
て
、
こ
ま
た
に
歩
き
な
が
ら
赤
い
花
弁
を
踏
み
、
恍
惚
と
し
て
か
ぐ
わ
し
い
霞
の
中
に
入
れ
ば
、
も
う
、
こ
の
身
の
他

に
更
に
俗
世
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

　

心
を
許
し
あ
え
る
友
と
歓
談
し
て
、
杯
を
持
ち
一
句
を
求
め
、
橋
の
近
く
に
席
を
と
っ
て
景
物
を
め
で
、
時
が
立
て
ば
席
を
前
に
移

す
。
も
し
詩
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
罰
と
し
て
、
あ
の
金
谷
園
の
罰
杯
の
数
だ
け
飲
ん
で
い
た
だ
こ
う
。

14
東
郊
で
蚕
山
を
楽
し
む
。（
東
郊
玩
蚕
山
）*14

　

初
め
て
で
き
た
蚕
箔
の
中
の
白
い
繭
は
、
玉
が
積
み
重
な
っ
た
銀
の
敷
物
の
よ
う
で
あ
る
。
上
下
に
む
ら
が
っ
て
、
糸
は
つ
ぼ
み
の

よ
う
な
繭
を
連
ね
る
。
ま
る
で
高
い
雪
山
に
向
か
え
ば
寒
気
を
感
じ
、
氷
の
山
が
太
陽
の
下
で
輝
く
よ
う
だ
。

　

そ
の
季
節
に
な
る
と
、
村
の
翁
は
め
で
た
い
と
言
い
、
隣
家
の
主
婦
は
互
い
に
迎
え
あ
い
、
村
々
で
は
太
鼓
を
打
ち
、
神
に
感
謝
し
て
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六

お
礼
祭
を
す
る
。
糸
繰
り
車
を
繰
り
、
繭
玉
を
煮
る
。
う
ぐ
い
す
は
機
織
り
を
う
な
が
し
て
柳
の
外
で
梭
の
音
の
よ
う
に
鳴
き
、
か
っ

こ
う
は
耕
作
を
う
な
が
し
て
桑
の
間
で
雨
を
呼
ぶ
よ
う
に
鳴
く
。

　

清
和
節
の
お
だ
や
か
な
風
の
日
に
春
の
服
が
で
き
あ
が
っ
た
。
歌
を
詠
い
、郊
外
に
遊
び
、も
っ
ぱ
ら
野
菜
の
汁
物
と
麦
飯
を
腹
一
杯

食
べ
る
。
そ
こ
で
王
建
の
詩
を
思
い
出
し
た
。「
す
で
に
村
で
機
織
り
の
作
業
が
せ
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
、
誰

が
着
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
。
こ
の
句
を
見
る
に
、
絹
の
織
物
を
身
に
ま
と
う
時
は
こ
う
し
た
農
民
の
辛
苦
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

15
三
生
石
で
月
を
談
じ
る
。（
三
生
石
談
月
）*15

　

中
天
竺
山
の
後
ろ
の
山
に
は
鼎
の
よ
う
に
三
つ
に
分
か
れ
た
石
が
あ
り
、
ど
っ
し
り
と
動
か
な
い
か
ら
坐
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
え

る
と
こ
ろ
で
は
、
僧
円
沢
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
と
関
わ
り
の
あ
る
遺
跡
だ
と
い
う
。
山
は
人
跡
に
遠
く
景
色
は
幽
邃
で
、
雲
が
深

く
静
か
な
境
地
で
あ
る
。
松
が
茂
り
木
が
青
々
と
し
て
太
陽
の
光
を
さ
え
ぎ
り
空
を
覆
う
。
こ
れ
を
鑑
賞
す
る
人
は
ま
れ
だ
。

　

炎
天
の
日
の
月
の
夜
に
泉
水
で
お
茶
を
煮
て
、
禅
僧
や
詩
友
と
席
を
分
か
ち
合
い
、
あ
い
対
し
て
句
を
求
め
、
歌
を
続
け
、
禅
を
談
じ

て
偈
を
説
く
。
空
い
っ
ぱ
い
に
一
輪
の
月
が
の
ぼ
り
、
露
に
う
る
お
っ
て
清
ら
か
な
光
を
放
つ
。
四
方
の
野
原
に
は
そ
よ
風
が
わ
た
り
、

樹
木
が
涼
し
げ
な
影
を
お
と
す
。

　

な
ん
と
ま
る
で
人
は
氷
壺
（
月
の
こ
と
）
の
中
に
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
た
だ
ち
に
玉
殿
で
「
空く
う

」
を
語
り
た
く
な
る
。
静
ま
り
か

え
っ
た
岩
谷
の
境
界
、
こ
れ
こ
そ
仙
人
の
都
で
あ
り
、
も
っ
と
も
幽
賞
に
優
れ
た
場
所
だ
。
た
ち
ま
ち
山
の
頂
に
鶴
の
鳴
く
の
を
聞
く
。

渓
谷
の
上
に
は
雲
が
わ
き
、
そ
の
ま
ま
わ
た
し
を
乗
せ
て
仙
境
に
昇
ろ
う
と
す
る
。
俗
塵
に
ま
み
れ
た
気
持
ち
は
静
か
に
氷
の
よ
う
に

と
け
る
。
朝
に
な
っ
て
こ
こ
を
去
れ
ば
、
ま
た
そ
の
ま
ま
け
が
れ
に
満
ち
た
欲
望
の
世
界
に
生
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
の
だ
。

16
飛
来
洞
で
避
暑
す
る
。（
飛
来
洞
避
暑
）*16
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霊
鷲
山
の
ふ
も
と
の
岩
洞
は
あ
ざ
や
か
で
美
し
い
。
周
囲
は
何
も
な
く
広
々
と
し
て
い
て
、
こ
れ
を
指
し
て
西
域
か
ら
飛
来
し
た
岩
石

だ
と
い
う
。
空
気
は
涼
し
く
、
石
は
冷
や
や
か
で
、
小
径
に
入
れ
ば
寒
気
に
包
ま
れ
る
。
洞
の
中
の
け
わ
し
い
所
は
高
く
て
広
く
、
堂
の
よ

う
で
あ
る
。
狭
い
と
こ
ろ
は
正
方
形
の
枡
形
で
部
屋
の
よ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
人
が
通
る
こ
と
が
で
き
、
頭
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
な
い
。

　

三
伏
の
頃
の
極
暑
は
人
を
い
ぶ
し
、
肌
を
や
き
骨
を
あ
ぶ
る
が
、
こ
こ
に
坐
れ
ば
、
襟
を
開
き
髪
を
散
ら
し
て
、
酒
杯
を
と
り
大
き
な

声
で
歌
う
。
川
の
水
音
が
渓
谷
に
響
き
、
清
ら
か
で
涼
し
く
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て
、
世
間
で
は
今
何

月
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。（
夏
で
は
あ
る
が
）わ
た
し
の
葛
を
織
っ
た
あ
ら
い
服
で
は
も
う
秋
の
よ
う
な
寒
さ
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
。

　

は
じ
め
て
こ
こ
に
入
れ
ば
か
ら
だ
が
涼
し
く
な
り
、
さ
ら
に
入
れ
ば
心
が
涼
し
く
な
り
、
深
く
入
れ
ば
毛
も
骨
も
涼
し
く
な
る
。
俗

世
間
の
人
は
（
欲
望
と
い
う
）
暑
さ
に
ま
み
れ
て
、
焦
げ
て
と
け
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り
、
氷
や
雪
を
食
べ
て
も
そ
の
暑
さ
は
お
さ
ま

ら
な
い
。
し
か
し
、（
こ
こ
は
ま
る
で
）
厳
冬
が
続
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。（
欲
望
の
暑
さ
に
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
な
者
に
は
）
こ
の

清
涼
の
楽
園
を
教
え
て
は
な
ら
な
い
。

17
壓あ
つ

堤
橋
の
夜
の
宿
り
。（
壓
堤
橋
夜
宿
）*17

　

橋
は
湖
水
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
下
に
は
紅
白
の
蓮
の
花
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
広
さ
は
数
畝
に
わ
た
り
、
夏
の
頃
に

は
そ
の
清
ら
か
な
香
り
が
さ
か
ん
に
お
こ
っ
て
人
を
襲
う
。
霞
が
た
だ
よ
い
、
雲
は
彩
り
、
雨
を
お
び
て
風
を
そ
ば
だ
て
る
。
芳
し
い

花
は
四
方
の
山
の
色
に
こ
も
ご
も
映
え
て
い
る
。

　

舟
を
携
え
て
席
を
し
つ
ら
え
、
舟
の
中
に
寄
り
か
か
っ
て
み
れ
ば
、
月
の
光
と
蓮
の
香
り
が
酒
に
し
み
こ
み
、
露
が
衣
を
潤
す
。
よ
ろ

こ
ん
で
（
白
い
蓮
の
花
と
）
対
面
し
て
言
葉
を
忘
れ
る
。
ま
る
で
こ
の
清
ら
か
な
友
と
足
が
ふ
れ
る
ほ
ど
親
し
く
過
ご
す
よ
う
で
あ
る
。

真
夜
中
に
清
浄
な
夢
を
見
れ
ば
、
こ
の
か
ら
だ
は
盧
山
の
白
蓮
社
に
入
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
赤
い
蓮
に
親
し
み
、
ふ
す
ま
や
枕
を
と
も

に
し
て
、
な
れ
親
し
む
の
と
比
べ
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
願
わ
く
は
、
後
に
は
君
と
い
っ
し
ょ
に
ず
っ
と
極
楽
浄
土
に
住
し
た
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い
も
の
だ
。

18
湖
心
亭
で
蒪

じ
ゅ
ん

菜さ
い

を
採
る
。（
湖
心
亭
採
蒪
）*18

　

以
前
か
ら
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
い
た
。
蒪
菜
は
会
稽
の
湘
湖
に
生
え
て
い
る
と
。
そ
こ
で
、
初
夏
に
な
っ
て
蒪
菜
が
食
べ
た
く
な
る

と
、
い
つ
も
そ
こ
に
行
っ
て
採
っ
て
食
べ
た
。
今
で
は
西
湖
の
三
塔
の
基
底
の
か
た
わ
ら
に
蒪
菜
が
生
え
て
お
り
、
量
も
多
く
味
も
う

ま
い
。
菱
の
実
の
小
さ
い
も
の
は
俗
に
野
菱
と
言
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
そ
こ
に
生
え
て
い
る
。
夏
の
日
に
割
っ
て
食
べ
る
と
新
鮮
で
う

ま
く
、
普
通
の
も
の
と
は
違
う
。
そ
の
味
わ
い
を
知
っ
て
い
る
人
は
ま
れ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
い
つ
も
蒪
菜
を
採
り
菱
の
実
を
む
い
て
、

田
舎
の
お
く
り
も
の
と
す
る
。

　

こ
れ
は
ま
こ
と
に
月
の
光
に
映
え
る
金
色
の
波
の
よ
う
に
見
え
、飲
め
ば
長
生
き
す
る
と
い
う
道
家
の
仙
薬
で
、青
い
荻
の
味
わ
い
が

あ
る
。
ど
う
し
て
、
世
間
普
通
の
子
羊
の
煮
物
や
兎
の
炙
り
物
な
ど
と
、
そ
の
か
ぐ
わ
し
い
香
り
が
比
較
に
な
ろ
う
か
。
供
す
る
の
は

水
菜
で
あ
り
、
す
す
る
の
は
松
の
濁
り
酒
だ
。「
思
蒪
の
詩
」
を
詠
じ
、「
採
菱
の
曲
」
を
歌
う
。
さ
ら
に
、
鳴
鳴
と
鳴
る
牧
笛
の
音
と

漁
舟
の
櫓
の
き
し
る
音
と
が
あ
い
答
え
る
。
わ
た
し
が
思
わ
ず
走
り
だ
す
と
、
た
ち
ま
ち
両
脇
に
涼
風
が
吹
き
通
っ
た
。
か
の
脂
ぎ
っ

た
肉
を
飽
食
す
る
よ
う
な
輩
は
、
我
々
の
質
素
で
淡
泊
な
味
わ
い
を
笑
う
が
よ
い
。

19
湖
晴
れ
て
水
面
に
流
れ
る
虹
を
見
る
。（
湖
晴
視
水
面
流
虹
）*19

　

湖
や
山
に
ひ
と
し
き
り
降
る
雨
、夕
陽
に
照
ら
さ
れ
て
燃
え
る
よ
う
な
雲
。
山
の
も
や
が
さ
か
ん
に
わ
き
上
が
り
、林
は
み
ど
り
の
水

気
を
帯
び
る
。
陽
光
を
浴
び
て
鴎
や
鷺
が
争
っ
て
飛
ぶ
。
蓮
の
花
の
上
を
吹
く
風
が
し
き
り
に
さ
わ
や
か
に
袂
を
は
ら
う
。
突
然
長
い

虹
が
空
に
立
っ
て
、
五
色
に
燃
え
上
が
る
炎
の
影
が
湖
面
に
落
ち
た
。
光
の
色
彩
が
浮
き
あ
が
り
降
り
そ
そ
ぐ
。
た
ち
ま
ち
、
驚
い
た

み
ず
ち
が
湖
か
ら
飛
び
上
が
っ
た
よ
う
に
上
下
に
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
、
空
と
水
は
互
い
に
映
え
て
い
る
。
か
が
や
く
稲
妻
が
流
れ
を
絶
ち
、
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太
陽
を
射
て
霞
を
む
ら
す
。
ま
る
で（
虹
が
）夕
陽
の
美
し
さ
を
も
奪
う
よ
う
な
夕
暮
れ
で
あ
る
。
あ
た
り
の
晩
景
に
た
た
ず
ん
で
静
か

に
眺
め
る
と
、
高
く
遠
く
、
思
わ
ず
胸
の
中
の
身
に
つ
い
た
習
慣
で
、
水
と
空
の
気
を
い
っ
し
ょ
に
呑
吐
し
た
い
と
思
っ
た
。
こ
れ
は
あ

の
豊
城
の
伏
剣
が
、
時
に
は
（
わ
た
し
の
よ
う
な
）
世
を
避
け
る
隠
者
の
た
め
に
、
ひ
と
た
び
、
あ
ら
た
ま
の
よ
う
な
奥
深
い
（
空
の
）

色
を
切
り
裂
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

20
山
の
晩
に
軽
雷
が
雨
を
断
つ
を
聞
く
。（
山
晩
聴
軽
雷
断
雨
）*20

　

晩
に
山
の
楼
閣
に
枕
を
置
い
て
涼
む
。
酔
っ
て
臥
し
初
め
て
満
た
さ
れ
た
。
欄
干
に
寄
り
か
か
っ
て
長
く
朗
詠
し
、（
稲
妻
が
）
さ
わ

や
か
に
空
を
開
く
の
に
、
ひ
と
み
を
凝
ら
す
。

　

そ
の
時
、
聞
こ
え
て
き
た
。
南
山
の
南
で
さ
か
ん
に
雷
が
鳴
り
響
い
て
い
る
。
樹
の
梢
や
家
の
す
み
に
居
る
鳩
は
、
新
た
に
晴
れ
る

こ
と
を
快
し
と
し
て
、
そ
の
婦
を
呼
ん
で
鳴
く
声
が
「
ぽ
ー
ぽ
ー
」
と
聞
こ
え
る
。
雲
は
残
っ
た
雨
を
含
み
、
な
お
い
く
つ
か
の
雨
粒

を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
落
と
す
。
西
の
壁
に
は
月
の
影
が
映
り
、
そ
の
影
は
湖
面
の
波
に
も
落
ち
て
揺
れ
た
だ
よ
う
。

　

四
方
の
山
は
静
寂
と
し
て
、
ど
っ
し
り
と
坐
る
人
の
心
も
閑
か
で
あ
り
、
に
わ
か
に
晩
鐘
を
聞
け
ば
い
っ
ぺ
ん
に
俗
耳
が
清
ら
か
に

な
る
。
漁
師
の
と
も
し
び
が
無
数
に
連
な
っ
て
北
の
方
か
ら
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
も
ま
た
短
い
間
の
情
趣
深
い
光
景
だ
。
眼
に
触
れ
る

も
の
は
迷
い
の
も
と
で
あ
り
、
心
に
触
れ
る
も
の
は
奥
深
い
と
こ
ろ
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
物
質
に
と
ら
わ
れ
た

景
勝
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

21
露
が
つ
い
て
い
る
う
ち
に
蓮
の
実
を
割
り
蓮
根
を
洗
う
。（
乗
露
剖
蓮
雪
藕
）*21

　

蓮
の
実
の
味
が
お
い
し
い
の
は
さ
わ
や
か
な
早
朝
で
あ
る
。
水
気
が
夜
の
間
に
生
じ
て
、
こ
の
時
ま
さ
に
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
も
し

太
陽
が
出
て
露
が
乾
け
ば
鮮
烈
な
お
い
し
さ
は
既
に
半
減
す
る
。
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そ
の
夜
は
岳
王
祠
の
か
た
わ
ら
に
宿
る
。
こ
こ
は
湖
の
蓮
が
も
っ
と
も
多
い
と
こ
ろ
だ
。
明
け
方
に
蓮
を
百
房
も
割
っ
て
飽
食
し
て

味
わ
い
に
満
た
さ
れ
る
。
蓮
根
は
水
か
ら
出
し
た
ば
か
り
の
も
の
を
よ
し
と
す
る
。（
蓮
の
葉
の
）
緑
色
が
美
し
い
。
西
施
を
抱
く
か
の

よ
う
に
西
湖
を
眺
め
る
と
、
わ
た
し
の
「
中
山
の
久
渇
」
が
癒
さ
れ
る
。
う
ま
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
口
中
の
味
わ
い
の
な
ん
と
甘

い
こ
と
だ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
蓮
の
徳
は
、そ
の
中
を
穴
が
通
り
外
は
ま
っ
す
ぐ
な
こ
と
で
あ
る
。
蓮
根
は
清
ら
か
で
あ
り
汚
い
も
の
で
け

が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
隠
者
の
平
生
の
志
に
か
な
う
も
の
だ
。
一
日
と
し
て
こ
の
美
味
を
食
べ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。

22
空
亭
で
月
に
対
座
し
て
琴
を
鳴
ら
す
。（
空
亭
坐
月
鳴
琴
）*22

　

夏
の
日
に
山
の
中
の
あ
ず
ま
や
で
月
に
対
座
す
る
。
暑
気
は
西
に
沈
み
、南
か
ら
の
さ
わ
や
か
な
風
が
そ
よ
そ
よ
と
吹
い
て
き
て
、涼

し
さ
が
生
じ
る
。
目
を
こ
ら
せ
ば
、
遙
か
な
る
山
は
鬱
蒼
と
も
り
あ
が
り
、
氷
の
鏡
の
よ
う
な
両
湖
は
ほ
の
か
に
た
た
ず
ん
で
い
る
。

　

ど
こ
か
ら
か
鐘
や
磬
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
琴
を
抱
い
て
月
に
向
か
っ
て
弾
じ
れ
ば
、そ
の
響
き
は
流
れ
る
雲
を
と
ど
め
る
。
高
く

広
く
「
秋
鴻
出
塞
」
の
曲
を
か
な
で
、
清
ら
か
に
幽
玄
に
「
石
上
流
泉
」
の
曲
を
か
な
で
る
。「
風
雷
引
」
の
曲
は
炎
暑
を
け
ち
ら
し
、

「
厳
寒
遊
」
の
曲
は
、
ま
っ
た
く
清
涼
な
気
分
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

な
ん
と
楽
し
い
こ
と
か
、
こ
の
「
山
居
吟
」
は
。
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
か
、
こ
の
「
楚
些
曲
」
は
。
軽
や
か
に
指
先
か
ら
つ
む
ぎ
だ
さ

れ
る
「
梅
花
」
の
曲
は
、
人
間
世
界
の
煩
わ
し
さ
や
憤
り
を
取
り
去
っ
て
く
れ
る
。
あ
あ
、
ど
う
し
て
、
陶
淵
明
の
無
絃
の
音
に
よ
っ

て
、
俗
塵
の
世
に
鐘
子
期
の
聴
感
を
得
ら
れ
よ
う
か
。
音
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
絶
響
」（
風
流
の
余
韻
）
と
な
す
べ
き
な
の
だ
。

23
湖
上
に
風
雨
が
く
る
の
を
見
る
。（
観
湖
上
風
雨
欲
来
）*23

　

山
の
楼
閣
で
は
五
月
六
月
の
間
は
、風
が
吹
く
と
寒
く
な
り
谷
間
の
雲
が
湧
き
上
が
ろ
う
と
す
る
。
山
の
色
は
急
に
く
も
っ
た
り
晴
れ

た
り
す
る
。
湖
水
の
光
も
輝
い
た
り
か
げ
っ
た
り
す
る
。
黒
雲
が
太
陽
を
隠
し
て
段
々
と
暗
く
な
る
。
雲
が
飛
ぶ
よ
う
に
流
れ
る
の
で
、
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晴
れ
た
り
く
も
っ
た
り
す
る
の
が
と
て
も
速
い
。
こ
の
光
景
を
静
か
に
味
わ
っ
て
い
る
と
腹
が
減
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
風
は
谷
々
に
叫
び
、
雨
は
両
山
の
間
を
横
ぎ
る
。
驚
い
た
水
が
波
を
わ
き
た
て
、
湖
面
の
水
煙
は
墨
を
ま
き
ち
ら

し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
心
は
飛
び
精
神
が
動
く
。
ま
こ
と
に
一
つ
の
特
異
な
景
観
で
あ
ろ
う
。

　

時
に
は
龍
が
現
れ
る
。
わ
た
し
は
か
つ
て
こ
の
目
で
龍
の
体
を
見
た
。
わ
ず
か
に
数
尺
が
現
れ
、背
中
は
青
色
で
腹
は
玉
の
よ
う
な
白

さ
が
ひ
ら
め
く
。
強
く
体
を
ま
が
り
く
ね
ら
せ
、
雲
を
わ
き
起
こ
し
て
雨
を
ま
き
こ
み
、
湖
水
を
勢
い
よ
く
跳
ね
ま
わ
っ
て
奮
い
立
つ

様
子
は
、
人
間
が
立
ち
上
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
波
の
し
ぶ
き
が
滝
の
よ
う
に
吹
き
出
し
、
下
か
ら
上
に
の
ぼ
り
、
そ
の
速
い
こ
と
に

お
ど
ろ
く
。（
龍
が
）
大
波
を
わ
き
起
こ
し
、
時
が
た
つ
と
よ
う
や
く
静
か
に
な
る
。
こ
れ
に
対
座
す
れ
ば
、
水
と
空
が
一
つ
に
入
り
交

じ
り
、
恍
惚
と
し
て
広
い
宇
宙
に
坐
っ
て
い
る
よ
う
で
、
空
中
の
楼
閣
は
飛
び
動
き
、
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　

そ
れ
で
思
う
こ
と
は
、
太
古
の
世
界
の
始
ま
り
は
簡
単
で
素
朴
で
あ
っ
て
、
華
や
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
ま
さ
に
雨
の

中
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
一
切
の
生
滅
が
も
と
も
と
空く
う

で
あ
る
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
ど
う
し
て
あ
な
た
は
、
こ
の
よ
う
な
気
持

ち
を
か
た
く
保
っ
て
、
無
の
世
界
に
お
も
む
き
解
脱
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

24
山
の
小
径
を
歩
い
て
野
の
花
や
鳥
を
見
る
。（
歩
山
径
野
花
幽
鳥
）*24

　

山
は
深
い
ほ
ど
、奥
深
い
場
所
に
夏
の
味
わ
い
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
春
の
末
か
ら
夏
の
初
め
に
か
け
て
歩
い
て
山
の
林
に
入
れ
ば
、松

や
竹
が
か
わ
る
が
わ
る
あ
ら
わ
れ
、
遠
望
す
れ
ば
ま
が
り
く
ね
っ
た
小
径
が
奥
深
い
と
こ
ろ
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

野
の
花
は
か
す
か
に
香
り
を
放
っ
て
お
り
、
そ
の
匂
い
は
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
、
栴
檀
や
麝
香
の
よ
う
な
濃
厚
な
も
の
で
は
な
い
。
山
の

鳥
は
な
ご
や
か
に
舌
を
囀
り
、
そ
の
清
ら
か
な
響
き
の
閑
雅
な
る
こ
と
は
、
笙
簧
の
音
の
よ
う
な
技
巧
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は

み
な
造
化
の
神
の
は
か
ら
い
で
、
目
を
楽
し
ま
せ
心
を
悦
ば
せ
る
も
の
だ
。
静
か
に
鑑
賞
し
て
、
い
や
に
な
る
時
が
な
い
。
時
に
琴
を
抱

き
、
松
の
木
陰
の
石
の
上
で
一
つ
二
つ
雅
な
調
子
を
つ
ま
弾
く
と
、（
自
分
は
）
静
か
に
景
色
と
一
体
と
な
っ
て
画
中
の
人
物
と
な
る
。
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遠
く
耳
を
す
ま
せ
ば
、
山
村
の
茅
屋
の
と
な
り
の
鶏
の
鳴
き
声
や
、
木
を
伐
採
す
る
、
ち
ょ
う
ち
ょ
う
と
い
う
音
や
、
木
こ
り
の
歌

が
こ
れ
に
答
え
る
の
が
聞
こ
え
る
。
丘
を
越
え
て
谷
を
尋
ね
て
、
さ
ら
に
俗
世
間
の
外
へ
何
層
も
脱
出
す
る
。
こ
の
景
観
に
は
競
う
も

の
も
な
く
、
争
う
も
の
も
な
い
。
足
が
お
も
む
く
と
こ
ろ
、
ど
こ
も
わ
た
し
の
宿
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
う
し
て
、
俗

塵
の
悪
し
き
世
界
と
あ
れ
こ
れ
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

 

*1　

幽
賞
―
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
を
味
わ
う
こ
と
。
李
白
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
に
「
幽
賞
未
已
、
高
談
転
清
」
と
あ
る
（『
古
文
真
宝
』

上
）。
孤
山
―
西
湖
の
中
に
あ
る
島
。
宋
代
に
林
逋
が
か
く
れ
住
ん
だ
所
。
梅
花
の
名
所
。
林
逋
ゆ
か
り
の
放
鶴
亭
な
ど
が
あ
る
。『
夢
尋
』巻
三

「
孤
山
」
参
照
。
逋
老
人
―
北
宋
の
詩
人
林
逋
、
諡
は
和
靖
（
九
六
七
～
一
〇
二
八
）。
孤
山
に
住
み
、
生
涯
仕
え
な
か
っ
た
。
孫
中
貴
―
万
暦
の

頃
の
司
礼
太
監
で
あ
る
孫
東
瀛え
い

の
こ
と
。
巨
費
を
投
じ
て
西
湖
の
名
勝
を
補
修
し
た
。
中
貴
は
宦
官
の
こ
と
。
玄
圃
―
崑
崙
山
の
上
に
あ
る
と
い

う
仙
人
の
居
所
。
羅
浮
―
広
東
省
に
あ
る
山
の
名
。
西
湖
に
も
ゆ
か
り
の
あ
る
葛
洪
が
仙
術
を
修
得
し
た
と
こ
ろ
。
山
の
麓
は
梅
の
名
所
と
し
て

名
高
い
。
疎
影
横
斜
―
ま
ば
ら
で
斜
め
に
地
を
は
う
望
ま
し
い
梅
の
姿
の
形
容
。

*2　

八
卦
田
―
西
湖
の
南
、
鳳
凰
山
の
西
南
に
現
在
も
あ
り
、
綺
麗
な
八
角
形
の
田
で
あ
る
。
籍
田
―
天
子
が
祖
先
に
供
え
る
米
を
、
み
ず
か
ら
耕

作
す
る
田
地
。
ま
た
そ
れ
を
耕
作
す
る
儀
式
。
八
卦
―
周
易
で
陰
陽
の
爻こ
う

を
組
み
合
わ
せ
た
八
つ
の
形
象
。
自
然
界
・
人
事
界
百
般
の
現
象
を
象

徴
す
る
。
河
図
洛
書
―
河
図
は
伏
羲
の
時
、
黄
河
か
ら
出
た
龍
馬
の
背
に
現
れ
た
図
で
易
の
卦
の
も
と
と
な
っ
た
。
洛
書
は
禹
の
時
、
洛
水
か
ら

出
た
神
亀
の
背
に
あ
っ
た
文
字
で
、
書
経
の
洪
範
編
の
も
と
と
な
っ
た
。

*3　

虎
跑
泉
―
唐
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
創
建
の
定
慧
寺
に
あ
る
泉
。
開
山
性
空
法
師
が
水
の
便
に
苦
心
し
て
い
た
と
き
、
不
思
議
な
虎
が
現

れ
、
地
を
た
た
く
と
泉
が
湧
い
た
と
い
う
。
名
水
と
し
て
名
高
い
。『
夢
尋
』
巻
五
「
虎
跑
泉
」
参
照
。
二
つ
の
山
―
北
高
峰
と
南
高
峰
。「
双
峰

挿
雲
」は
西
湖
十
景
の
一
つ
。
龍
井
―
南
高
峰
の
ふ
も
と
に
あ
る
。
茶
葉
の
産
地
と
し
て
現
在
で
も
著
名
。
龍
井
寺
と
い
う
寺
が
あ
る
。『
夢
尋
』

巻
四
「
龍
井
」
参
照
。

*4　

保
叔マ
マ

塔
―
西
湖
の
北
岸
に
あ
る
高
さ
六
十
三
丈
の
塔
。
宋
太
平
興
国
元
年
（
九
七
六
）、
呉
越
王
俶
の
創
建
。
こ
の
由
来
か
ら
す
る
と
保
俶4

塔
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が
正
し
い
の
だ
ろ
う
。『
夢
尋
』
巻
一
「
保
俶
塔
」
参
照
。

*5　

西
渓
―
『
遊
覧
志
』
巻
十
に
よ
れ
ば
、
霊
隠
寺
の
西
に
粟
山
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
嶺
を
過
ぎ
る
と
西
渓
で
あ
る
と
い
う
。『
夢
尋
』
巻
五
「
西

谿
」
に
よ
れ
ば
、
人
家
ま
れ
な
桃
源
郷
で
、
丈
の
短
い
梅
が
好
事
家
に
人
気
を
博
し
て
い
る
と
い
う
。

*6　

東
城
―
臨
安
城
の
東
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
未
詳
。
頃け

い

―
面
積
の
単
位
。
一
頃
は
百
畝
。

*7　

三
塔
―
『
遊
覧
志
』
巻
二
に
は
「
湖
中
旧
有
三
塔
湖
心
寺
並
廃
」
と
あ
り
、
嘉
靖
年
間
に
は
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て

「
相
伝
湖
中
有
三
潭
、
深
不
可
測
、
西
湖
十
景
所
謂
三
潭
印
月
者
是
也
」と
あ
る
。
現
代
の
旅
遊
図
で
は
、
湖
心
亭
と
三
潭
印
月
は
離
れ
て
い
る
。

明
末
の
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）、
張
岱
は
湖
心
亭
に
て
雪
見
を
し
た
と
い
う
。『
夢
尋
』
巻
三
「
湖
心
亭
」
参
照
。
古
詩
―
南
宋
の
徐
元
杰け
つ

の
七

言
絶
句
「
花
開
紅
樹
乱
鶯
啼
、
草
長
平
湖
白
鷺
飛
、
風
物
晴
和
人
意
好
、
夕
陽
簫
鼓
幾
船
帰
」（
南
宋
、
劉
克
荘
編
『
千
家
詩
』
巻
三
湖
上
所
収
）

で
あ
ろ
う
。
平
湖
―
西
湖
十
景
の
一
つ
に
「
平
湖
秋
月
」
が
あ
り
、
現
代
の
旅
遊
図
で
は
孤
山
の
あ
た
り
に
記
さ
れ
て
い
る
。

*8　

初
陽
台
―
葛
嶺
に
あ
る
高
台
。『
遊
覧
志
』
巻
八
に
「
在
山
嶺
、
葛
仙
翁
修
真
時
、
吸
日
月
精
華
於
此
」
と
あ
り
、
葛
洪
の
遺
跡
で
あ
る
。
現

在
の
旅
遊
図
に
も
あ
る
。
初
陽
は
朝
日
の
こ
と
。

*9　

蘇
堤
―
北
宋
の
政
治
家
、
詩
人
の
蘇
軾
（
蘇
東
坡
）
が
、
西
湖
を
浚
渫
し
た
泥
で
建
造
し
た
と
い
う
堤
。
全
長
二
．
八
キ
ロ
。
西
湖
の
西
側
を

南
北
に
縦
断
す
る
長
大
な
も
の
。「
蘇
堤
春
暁
」
は
西
湖
十
景
の
一
つ
。『
夢
尋
』
巻
三
「
蘇
公
堤
」
参
照
。
跨
虹
橋
―
蘇
堤
に
か
か
る
六
つ
の
石

橋
の
う
ち
の
第
六
橋
。
も
っ
と
も
北
に
あ
り
、
西
湖
十
景
の
一
つ
「
曲
院
風
荷
」
や
孤
山
に
も
近
い
。
詩
に
は
…
―
王
昌
齢
の
「
閨
怨
」
と
題
す

る
七
言
絶
句
「
閨
中
少
婦
不
知
愁
、
春
日
凝
粧
上
翠
楼
、
忽
見
陌
頭
楊
柳
色
、
悔
教
夫
婿
覓
封
侯
」（『
唐
詩
訓
解
』
巻
七
）
の
一
句
。
踊
る
足
の

よ
う
に
…
―
原
文
は
「
三
眠
舞
足
」
と
あ
る
。
三
眠
柳
と
は
漢
の
園
中
に
あ
っ
た
柳
で
、
人
の
形
に
似
て
、
一
日
に
三
度
倒
れ
三
度
起
き
る
と
い

う
（『
事
文
類
聚
後
集
』
二
三
）。

*10　

蘇
堤
―
注
９
参
照
。
現
在
も
柳
や
桃
が
植
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
風
神
―
原
文
「
封
家
姨
」（『
合
璧
事
類
』
参
照
）。
巫
山
の
雲
雨
―
楚
の

懐
王
が
昼
寝
を
し
て
巫
山
の
神
女
に
遇
っ
た
夢
を
見
た
故
事
（
宋
玉
「
高
唐
賦
」、『
文
選
』
巻
四
所
収
）。
こ
れ
よ
り
男
女
の
情
事
を
い
う
。

*11　

西
冷
橋
―
『
遊
覧
志
』
巻
二
に
「
一
名
西
林
橋
、
又
名
西
陵
橋
、
従
此
可
往
北
山
者
」
と
あ
り
、
孤
山
と
対
岸
を
結
ぶ
橋
。『
夢
尋
』
巻
一
「
西

冷
橋
」
や
巻
三
「
蘇
小
小
墓
」
に
よ
れ
ば
、
橋
の
近
く
に
銭
塘
の
名
妓
蘇
小
小
の
墓
が
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
も
石
橋
が
あ
り
、
付
近
に
秋
瑾
の

墓
が
あ
る
。
蘇
堤
―
注
９
参
照
。
渭
城
の
朝
雨
―
王
維
の
「
送
元
二
使
安
西
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
「
渭
城
朝
雨
浥
軽
塵
、
客
舎
青
青
柳
色
新
、

勧
君
更
尽
一
盃
酒
、
西
出
陽
関
無
故
人
」（『
三
体
詩
』
巻
上
）
の
一
句
。
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二
四

*12　

天
然
閣
―
西
湖
の
北
、
宝
石
山
に
あ
っ
た
崇
寿
禅
寺
の
付
近
に
あ
っ
た
天
然
図
画
閣
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（『
遊
覧
志
』
巻
八
参
照
）。
杯
―
原
文

「
浮
白
」（『
説
苑
』
巻
一
一
「
魏
文
侯
」
参
照
）。

*13　

蘇
堤
―
注
９
参
照
。
金
谷
園
の
罰
杯
―
原
文
「
金
谷
酒
数
」。
晋
の
石
崇
が
金
谷
の
別
荘
で
宴
会
を
開
き
、
詩
の
作
れ
な
い
客
に
は
罰
と
し
て

酒
三
杯
を
飲
ま
せ
た
と
い
う
故
事
を
ふ
ま
え
る
（
石
崇
『
金
谷
詩
叙
』
に
「
罰
酒
三
斗
」
と
あ
る
。『
古
詩
紀
』
所
引
『
世
説
新
語
』
注
）。

*14　

蚕
箔
―
養
蚕
に
使
う
「
ま
ぶ
し
」
の
こ
と
か
。
蚕
に
ま
ゆ
を
作
ら
せ
る
た
め
の
葦
で
で
き
た
す
の
こ
。
王
建
―
中
唐
の
詩
人
。
韓
愈
な
ど
と
親

し
く
交
わ
っ
た
。
民
衆
の
生
活
に
取
材
し
た
作
品
を
作
る
。『
王
建
詩
集
』
九
巻
が
あ
る
。
王
建
の
詩
―
原
文
「
已
聞
隣4

里
催
織
作
、
去
与
誰
人

身
上
着
」。『
古
今
事
文
類
聚
前
集
』
巻
三
六
所
収
の
王
建
の
「
蚕
簇
詞
」
に
は
、「
已
聞
郷4

里
催
織
作
、
去
与
誰
人
身
上
着
」
と
見
え
る
。

*15　

三
生
石
―
『
遊
覧
志
』
巻
一
一
や
『
夢
尋
』
巻
二
「
三
生
石
」
に
よ
れ
ば
、
下
天
竺
寺
の
後
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
現
在
、
下
天
竺
寺
は
法
鏡
寺

と
い
う
尼
寺
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
三
生
石
も
現
存
す
る
。
僧
円
沢
―
唐
代
の
洛
陽
恵
林
寺
の
僧
侶
。
寺
に
寄
寓
す
る
李
源
に
転
生
の
奇
瑞
を

み
せ
る
。
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
西
湖
の
下
天
竺
寺
三
生
石
の
由
来
で
、
蘇
軾
の
『
僧
円
沢
伝
』
に
詳
し
い
（『
東
坡
全
集
』
三
九
所
収
）。

*16　

飛
来
洞
―
西
湖
の
西
に
あ
る
飛
来
峯
の
洞
穴
で
あ
ろ
う
。
張
岱
『
夢
尋
』
巻
二
「
飛
来
峯
」
所
引
の
袁
宏
道
「
飛
来
峯
小
記
」
に
は
「
前
後
大

小
洞
四
五
」と
あ
る
。
張
岱
も
袁
宏
道
も
、
元
僧
楊
連
真
伽
に
よ
り
彫
ら
れ
た
と
い
う
奇
怪
な
彫
像
に
つ
い
て
批
判
的
に
記
す
が
、
高
濂
は
例
に

よ
っ
て
そ
う
し
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
な
い
。
霊
鷲
山
―
『
遊
覧
志
』
巻
一
一
に
「
霊
鷲
峯
即
飛
来
峯
之
別
名
也
」
と
あ
る
。
東
晋
の
初

め
に
印
度
の
高
僧
慧
理
が
登
っ
た
と
い
う
。
海
抜
一
六
八
米
。
三
伏
―
夏
の
極
暑
の
期
間
。

*17　

壓あ
つ

堤
橋
―
蘇
堤
の
第
四
橋
。『
遊
覧
志
』
巻
二
に
よ
る
と
、
こ
の
橋
の
近
く
に
賈
似
道
が
建
て
た
崇
真
道
院
（
俗
称
施
水
庵
）
や
、
水
仙
王
廟

（
亦
名
龍
王
祠
）
が
あ
る
と
い
う
。
盧
山
の
白
蓮
社
―
東
晋
の
慧
遠
が
四
〇
二
年
に
盧
山
の
東
林
寺
で
は
じ
め
た
念
仏
修
行
の
結
社
。
赤
い
蓮
に

親
し
み
…
―
妓
女
と
親
し
む
こ
と
の
譬
喩
を
含
む
か
。

*18　

蒪
菜
―
ス
イ
レ
ン
科
の
多
年
生
水
草
。
地
下
茎
は
泥
中
を
伸
び
、
節
ご
と
に
根
を
下
ろ
す
。
茎
と
葉
の
背
面
に
は
寒
天
様
の
粘
液
を
分
泌
し
、

新
葉
に
は
特
に
多
い
。
夏
、
水
面
に
紫
紅
色
の
花
を
開
く
。
若
芽
・
若
葉
は
食
用
と
さ
れ
る
。
会
稽
―
現
在
の
浙
江
省
紹
興
市
。
夏
の
禹
王
が
諸

侯
と
会
し
た
地
と
い
う
。
湘
湖
―
紹
興
市
付
近
に
あ
る
湖
水
。
三
塔
―
注
７
参
照
。
菱
―
ヒ
シ
科
の
一
年
生
水
草
。
根
は
泥
中
に
あ
る
。
夏
、白

色
四
弁
の
花
を
開
き
、
鋭
い
角
状
の
突
起
の
あ
る
堅
果
を
結
ぶ
。
種
子
は
食
用
と
す
る
。
思
蒪
の
詩
―
『
晋
書
』
九
二
「
列
伝
」
六
二
の
張
翰
伝

に
、
秋
風
が
吹
く
と
故
郷
で
あ
る
呉
の
菰ま
こ
も菜
や
蒪
菜
の
あ
つ
も
の
、
鱸す
ず
き魚
の
な
ま
す
を
思
い
出
す
と
い
う
話
が
あ
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
か
。
採

菱
の
歌
―
楽
府
清
商
曲
辞
、
江
南
弄
の
名
。
宋
の
鮑
照
作
。
な
お
、
梁
の
武
帝
が
西
曲
を
改
め
て
つ
く
っ
た
と
い
う
「
採
菱
曲
」
も
あ
る
。
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二
五

*19　

夕
陽
―
原
文
「
頽
丸
」。
頽
陽
、
す
な
わ
ち
夕
陽
の
こ
と
か
。
呑
吐
―
飲
み
込
み
吐
き
出
す
こ
と
で
あ
る
が
、
大
気
を
深
呼
吸
す
る
養
生
術
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
豊
城
の
伏
剣
―
予
章
の
豊
城
の
地
に
埋
も
れ
て
い
た
龍
泉
・
太
阿
の
二
名
剣
が
光
を
放
っ
て
天
に
徹
し
、
紫
気
が
現
れ
た
と
い

う
故
事
（『
晋
書
』
三
六
「
列
伝
」
六
、
張
華
伝
）
が
あ
る
。

*20　

南
山
―
鐘
の
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
記
述
を
ふ
ま
え
る
と
、
龍
井
の
近
く
の
南
高
峯
で
は
な
く
、
西
湖
の
南
、
浄
慈
寺
の
あ
る
南
屏
山
を
指
す

か
。「
南
屏
晩
鐘
」
は
西
湖
十
景
の
一
つ
。

*21　

岳
王
祠
―
岳
飛
の
廟
。
西
湖
の
北
に
あ
る
。
岳
飛
は
南
宋
の
武
将
。
高
宗
に
仕
え
「
精
忠
岳
飛
」
の
旗
を
受
け
た
。
金
軍
を
破
り
功
績
を
た
て

た
が
宰
相
の
秦
檜
に
讒
せ
ら
れ
て
獄
死
し
た
。
死
後
、
鄂
王
と
追
封
さ
れ
る
。『
遊
覧
志
』
巻
九
・『
夢
尋
』
巻
一
「
岳
王
墳
」
参
照
。
中
山
の
久

渇
―
中
山
の
狄
希
が
、
飲
め
ば
千
日
酔
え
る
酒
を
造
っ
た
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
酒
好
き
の
玄
名
石
が
そ
れ
を
こ
い
ね
が
っ
た
と
い
う
故
事（
二

十
巻
本
『
捜
神
記
』
巻
一
九
）
を
ふ
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
を
穴
が
通
り
…
―
周
茂
叔
「
愛
蓮
説
」
に
、
蓮
に
つ
い
て
「
中
通
外
直
」
と

す
る
（『
古
文
真
宝
』
上
）。

*22　

空
亭
―
誰
も
い
な
い
あ
ず
ま
や
。
両
湖
―
西
湖
は
蘇
堤
に
よ
り
、
西
湖
と
西
裏
湖
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
を
指
す
か
。
秋
鴻
出
塞
―

古
琴
曲
「
秋
鴻
」
の
一
部
か
。
明
代
の
『
神
奇
秘
譜
』
に
見
え
る
と
い
う
。
飛
翔
す
る
秋
鴻
に
託
し
て
、
身
の
不
遇
と
高
邁
な
心
を
表
現
す
る
と

い
う
。
石
上
流
泉
―
元
の
陶
宗
儀
の
『
琴
曲
譜
録
』
に
こ
の
曲
名
が
見
え
る
。
山
水
の
精
妙
を
表
現
す
る
と
い
う
。
広
寒
遊
―
曲
名
。
広
寒
と
は

月
宮
殿
の
こ
と
。
山
居
の
吟
―
琴
曲
名
。
南
宋
の
毛
敏
仲
の
作
。
山
居
す
る
隠
士
を
表
現
す
る
と
い
う
。『
神
奇
秘
譜
』
所
収
。
楚
些
曲
―
些
は

『
楚
辞
』
の
招
魂
の
句
尾
に
用
い
ら
れ
る
語
助
詞
。
梅
花
―
「
梅
花
引
」
と
い
う
曲
名
が
あ
る
。
陶
淵
明
―
東
晋
の
詩
人
。
字
を
元
亮
、
お
く
り

名
を
靖
節
と
い
う
。
酒
に
酔
う
と
絃
の
な
い
琴
を
撫
で
て
い
た
こ
と
は
、『
宋
書
』「
列
伝
」
五
三
に
あ
る
。
鐘
子
期
―
春
秋
時
代
の
楚
の
人
。
そ

の
死
後
、
琴
の
名
手
伯
牙
は
自
分
の
琴
の
音
を
知
っ
て
く
れ
た
唯
一
の
人
で
あ
る
彼
の
死
を
嘆
き
、
弦
を
断
っ
て
ふ
た
た
び
琴
を
弾
じ
な
か
っ
た

と
い
う
故
事
（『
呂
氏
春
秋
』「
本
味
」）
が
あ
る
。
絶
響
―
嵆
康
が
刑
死
す
る
時
、
琴
を
弾
じ
て
、
名
曲
広
陵
散
も
今
は
絶
え
る
だ
ろ
う
と
言
っ

た
故
事
。

*23　

解
脱
―
束
縛
か
ら
離
れ
て
自
由
に
な
る
こ
と
。
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
絶
対
自
由
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
。

*24　

栴
檀
―
香
木
の
名
。
白
檀
の
異
称
。
麝
香
―
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
麝
香
嚢
か
ら
製
し
た
黒
褐
色
の
粉
末
で
、
芳
香
が
甚
だ
強
く
、
薫た
き

物も
の

に
用
い
、

薬
料
と
し
て
も
使
う
。
笙
し
ょ
う

簧こ
う

―
笙
の
笛
の
舌
。
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