
Title 「麁相の美」をめぐって : The contemplation called "Sosô"
Sub Title The contemplation called Sosô
Author 藤江, 正通(Fujie, Masamichi)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1961

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.13, (1961. 12) ,p.89- 102 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00130001-

0089

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


「
食
相
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め
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美
術
、
あ
る
い
は
広
義
に
は
芸
術
の
鑑
賞
に
際
し
て
我
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
評
語
を
用
い
て
い
る
。
「
わ
か
る
」
「
わ
か
ら
な
い
」
は
、
主
と
し
て
知
的
理
解

の
有
無
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
が
、
物
の
形
姿
の
美
や
醜
、
色
彩
の
鮮
暗
な
ど
は
感
覚
の
直
接
与
件
と
し
て
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
。
色
盲
の
人
で
な
い
か
ぎ

り
、
色
彩
は
色
彩
と
し
て
固
有
の
相
の
下
に
知
覚
さ
れ
、
線
は
純
粋
に
線
と
し
て
の
存
在
を
同
一
条
件
の
下
に
主
張
し
得
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
美
術
作

品
を
純
粋
に
美
的
対
象
と
し
て
観
照
す
る
精
神
を
前
提
と
し
て
こ
そ
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
乙
の
前
提
に
は
少
し
く
但
書
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
思
想
、
芸
術
論
を
も
っ
て
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
解
明
出
来
ぬ
暗
所
が
日
本
人
の
美
意
識
構
造
の
中
に
は
多
々
含
ま
れ
て
い
る
。

「
日
本
人
に
は
日
本
人
な
り
に
」
と
い
う
説
明
の
仕
方
は
、
問
題
を
不
明
瞭
、
陵
昧
さ
の
中
に
轄
晦
さ
せ
る
し
、
又
も
っ
と
も
避
く
べ
き
批
評
態
度
で
は
あ
る

が
、
し
か
も
尚
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
美
的
判
断
の
規
矩
を
も
っ
て
は
測
り
切
れ
ぬ
カ
オ
ス
が
、
日
本
の
美
術
現
象
の
中
に
底
流
し
て
い
る
こ
と
を
否
む
乙
と
は
出

来
な
い
。

私
が
論
題
と
し
て
掲
げ
た
「
愈
相
の
美
」
な
る
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タl
ム
は
、
そ
の
も
っ
と
も
難
解
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
い
っ
た
い
「
な
に
な
に
の
美
」

と
称
す
る
と
き
は
、
そ
の
発
想
は
す
で
に
一
つ
の
美
的
価
値
判
断
に
基
い
た
も
の
と
し
て
諒
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
可
聴
性
、
可
触
性
は
し
ば
ら
く
措
き
、

可
視
性
の
範
囲
で
美
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
美
は
当
然
我
々
に
と
り
視
覚
的
に
現
前
す
る
も
の
の
姿
と
し
て
現
象
す
る
筈
で
あ
る
し
、
観
者
の
態
度
は
そ
の
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当
初
に
あ
っ
て
は
被
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
対
象
の
構
造
そ
の
も
の
に
美
が
存
在
す
る
か
否
か
が
作
用
の
因
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
な
に
な
に
の
美
」
と
い

し
て
限
定
的
な
用
語
を
形
づ
く
る
こ
と
は
、

「
な
に
な
に
」
の
構
造
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
こ
そ
「
：
：
：
の
美
」
と
つ
づ
く
乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
無
反
省
的
に
「
：
：
：
の
美
」
と

「
美
」
な
る
言
葉
の
も
つ
意
味
を
安
易
に
解
し
、
当
然
「
な
に
な
に
」
は
美
的
な
も
の
を
有
し
、
こ
れ
を
承
認
し

う
表
現
の
仕
方
は
、

て
い
る
こ
と
と
な
る
に
相
違
な
い
。

本
題
に
入
る
前
に
私
の
関
心
は
、
ま
ず
「
麓
相
」
と
い
う
言
葉
に
近
づ
き
、

「
農
相
の
美
」
と
つ
づ
く
以
前
に
「
態
相
」
な
る
現
象
を
十
分
に
考
慮
の
対
象

と
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
で
は
「
負
相
」
と
は
何
か
、
い
や
「
愈
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
。

「
麓
」
は
「
寵
」
の
俗
字
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
こ
れ
を
諸
橋
轍
次
氏
の
「
大
漢
和
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ー
、
は
な
れ
る
。
と
ほ
ざ
か
る
。

（
行
く
こ
と
が
は
る
か
に
遠
い
）

ィ
、
う
と
い
。
か
す
か
。
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2
、
あ
ら
い
。

口
、
く
は
し
く
な
い
。
こ
ま
や
か
で
な
い
。

ハ
、
ざ
っ
。
そ
ま
つ
。

一
、
あ
ら
あ
ら
し
い
。
は
げ
し
い
。

ホ
、
き
め
が
こ
ま
か
で
な
い
。
な
め
ら
か
で
な
い
。

3
、
あ
ら
ぬ
の
。

4
、
ほ
ぼ
。
あ
ら
ま
し
。

5

、
お
ほ
き
い
。

6

、
わ
ら
ぐ
っ
。

7

、
く
ろ
ど
め
。
あ
ら
ど
め
。



一
見
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
「
負
」
な
る
語
の
も
つ
意
味
が
「
精
」
の
反
語
と
し
て
の
「
組
」
の
意
味
に
等
し
く
、
事
物
の
質
的
判
断
語
と
し
て
低
位
、
劣

位
の
内
容
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
熟
語
と
し
て
の
「
あ
ら
く
て
わ
る
い
、
そ
ま
つ
な
こ
と
」
を
い
う
「
露
悪
」
、
粗
末
な
着
物

で
あ
る
「
寵
衣
」
、
粗
末
な
食
事
、
下
手
な
文
字
の
「
麗
食
」
「
麗
筆
」
な
ど
の
用
語
例
に
見
ら
れ
、
「
寵
」
は
事
物
そ
の
も
の
の
品
質
規
定
を
示
し
て
い
る
。

他
に
一
例
を
示
そ
う
。

水
墨
画
の
知
識
を
も
つ
も
の
に
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
牧
渓
和
尚
の
絵
に
加
え
ら
れ
た
評
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
元
末
、
夏
文
彦
の
「
図
絵
宝

鑑
」
巻
四
の
な
か
の
左
の
批
評
で
あ
る
。

僧
法
常
号
牧
渓
喜
画
竜
虎
猿
鶴
董
雁
山
水
樹
石
人
物
皆
随
筆
点
墨
市
成
意
志
簡
当
不
費
荘
飾
但
麗
悪
無
古
法
誠
非
雅
玩

牧
渓
和
尚
の
こ
と
、
又
そ
の
評
語
の
当
否
、
及
び
そ
れ
に
関
連
し
た
論
考
（
た
と
え
ば
福
井
利
吉
郎
氏
の
「
水
墨
画
」
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、

こ
と
で
は
触

れ
ぬ
。
た
だ
牧
渓
の
絵
に
対
す
る
質
的
判
断
の
用
語
と
し
て
「
蝿
悪
」
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
質
的
に
劣
性
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

者
の
花
山
信
勝
氏
は
、
乙
れ
に
「
ほ
ん
ぷ
ね
ん
ぷ
つ
の
く
ど
く
」（
岩
波
文
庫
本
）
と
ル
ピ
を
振
ら
れ
て
い
る
乙
と
を
附
記
し
た
い
。
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と
で
あ
る
。
な
お
源
信
の
選
集
し
た
「
往
生
要
集
」
巻
下
の
大
文
第
十
、
問
答
料
簡
の
第
六
の
タ
イ
ト
ル
に
「
負
心
の
妙
果
」
と
い
う
文
字
が
見
ら
れ
、
註
釈

「
負
」
が
褒
語
で
な
く
庇
語
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
如
く
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
麗
相
」
と
い
う
術
語
に
は
少
し
く
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

「
大

漢
和
」
は
「
農
相
」
を
組
野
な
観
相
と
註
し
、

そ
し
て
観
相
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

「
法
苑
珠
林
」
の
「
但
依
ニ
報
土
－
而
起
ニ
麗
相
こ
を
用
語
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
粗
野
な
観
相
と
は
何
か
。

「
麓
」
が
「
麗
な
る
も
の
」
と
し
て
美
醜
の
判
定
よ
り
す
れ
ば
美
の
反
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、「
麓
」
の
美
と
い
う
表
現
が
も
し
許
さ
れ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
語
の
中
に
強
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
含
む
か
、
又
は
附
加
的
な
強
く
積
極
的
な
意
味
づ
け
を
施
し
て
こ
そ
成
立
す
る
筈
で
あ
る
。
印
象
派
以
後
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
が
「
歪
形
的
な
も
の
」
に
美
の
規
準
を
見
出
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
単
純
に
言
い
切
る
乙
と
は
出
来
ぬ
が
、
乙
の
積
極
的
な
意
味
づ
け
が

力
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
く
迄
も
対
象
を
美
的
対
象
と
し
て
、
美
を
評
価
発
見
す
る
点
に
純
粋
さ
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
線
や
色
や

形
に
還
元
出
来
る
単
純
さ
が
あ
る
。
し
か
し
「
貨
」
が
「
麗
相
」
に
術
語
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
単
純
さ
が
欠
け
て
い
る
。
一
我
々
の
知
覚
的
対



象
と
し
て
の
事
象
の
構
造
が
「
貨
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
美
的
価
値
判
断
の
対
象
と
し
て
美
の
存
否
を
考
量
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
論
が

負
相
の
構
造
に
直
結
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
愈
」
と
「
麗
相
」
と
は
全
く
別
の
次
元
に
あ
る
。
私
は
「
麗
相
」
な
る
言
葉
は
、
感
覚
的
な
、
つ
ま
り

可
視
性
の
範
囲
に
て
頭
初
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
表
題
の
如
き
「
愈
相
」
に
「
：
：
：
の
美
」
が
合
成
さ
れ
た
テ
ク
ニ
カ

ル
・
タ
l

ム
「
麗
相
の
美
」
乙
そ
、
我
々
日
本
人
の
も
つ
独
異
の
美
意
識
の
一
典
型
と
し
て
注
視
す
べ
き
も
の
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

「
麗
相
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
の
文
献
に
い
つ
ど
ろ
か
ら
書
き
誌
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
私
は
全
く
知
る
処
が
な
い
。
た
だ
万
人
承
知
の
引
用
例
と
し

て
「
山
上
宗
二
記
」
中
の
茶
湯
者
覚
悟
十
体
の
最
初
に
は
、

て
上
ヲ
負
相
、
下
ヲ
律
儀
－
一
信
可
在
。

と
諒
さ
れ
て
い
る
。
「
山
上
宗
二
記
」
は
茶
道
全
集
巻
八
、
文
献
編
上
所
収
の
桑
田
忠
親
氏
の
解
題
に
よ
る
と
、
利
休
の
高
弟
山
上
宗
ニ
が
天
正
十
七
年
（
一

五
八
九
）
二
月
附
で
小
田
原
北
条
家
臣
板
部
岡
江
雪
斎
融
成
に
伝
授
し
た
茶
道
の
秘
伝
書
で
あ
り
、
系
統
正
し
く
、
内
容
も
確
実
、
豊
富
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
同
記
の
茶
湯
者
之
伝
に
は
、
能
阿
弥
を
御
同
朋
衆
ノ
内
ノ
名
人
と
し
、
次
に
茶
道
の
開
山
と
し
て
珠
光
を
挙
げ
て
い
る
が
、
先
の
「
上
ヲ
愈
相
、
下
ヲ
律- 92 ー

儀
ニ
」
は
、
乙
の
珠
光
が
茶
道
の
精
神
と
し
て
唱
え
た
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
果
し
て
珠
光
は
乙
の
麗
相
な
る
語
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
し
、
か
つ

如
何
よ
う
に
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

天
心
岡
倉
覚
三
が
「
東
洋
の
理
想
」
「
日
本
の
覚
醒
」
に
つ
づ
き
、
英
文
の
第
三
著
「
茶
の
本
」
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
版
し
た
の
は
明
治
三
十
九
年
（
一

九
O
六
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
宮
川
寅
雄
編
、
岡
倉
天
心
年
譜
に
よ
る
〉
天
心
は
こ
の
名
著
の
冒
頭
に
於
い
て
茶
道
を
定
義
し
、
そ
れ
は
「
俗
事
に
満
ち
た

日
常
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
美
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
基
づ
く
一
種
の
儀
式
」
で
あ
り
、

「
を
埠
の
本
質
は
『
不
完
全
な
も
の
』
を
崇
拝
す
る
乙
と
に
あ
る
」
と

書
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
茶
の
原
理
は
普
通
の
意
味
に
お
け
る
単
な
る
審
美
主
義
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
茶
道
は
倫
理
や
宗
教
と
合
し
て
、
人
間
と
自
然

に
関
す
る
我
々
の
一
切
の
見
解
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
茶
道
は
清
潔
を
旨
と
す
る
が
故
に
衛
生
学
で
あ
り
、
複
雑
な
賛
沢
と
い
う
よ
り
は
簡
素
の
う
ち
に

慰
安
を
教
え
る
が
故
に
経
済
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
宇
宙
に
対
す
る
我
々
の
比
例
感
を
定
義
す
る
が
故
に
、
精
神
幾
何
学
で
も
あ
る
。
：
：
：
我
々
の
住
居
、

習
慣
、
衣
食
、
向
磁
器
、
絵
画
｜
｜
文
学
で
さ
え
も
ー
ー
が
す
べ
て
茶
道
の
影
響
を
受
け
た
。
い
や
し
く
も
日
本
文
化
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
乙
の
影



響
の
存
在
を
無
視
す
る
と
と
は
で
き
な
い
」
〈
桜
庭
信
之
訳
〉

天
心
の
言
う
如
く
、
茶
道
の
存
在
は
日
本
の
近
世
文
化
、
つ
ま
り
中
世
よ
り
近
世
へ
の
精
神
史
、
文
化
史
の
展
開
に
関
心
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
は
、
不
可

避
的
な
絶
対
存
在
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
有
閑
者
の
道
楽
の
一
つ
と
し
て
茶
や
華
が
考
え
ら
れ
、
恰
か
も
実
生
活
か
ら
遊
離
し
た
慰
み
も
の
の
よ
う
に
軽
視
さ

れ
が
ち
な
茶
道
、
華
道
と
そ
、
却
っ
て
日
本
人
の
独
自
の
生
活
様
式
が
生
み
出
し
た
独
特
の
芸
術
形
態
で
あ
る
こ
と
を
「
茶
の
本
」
は
教
え
て
い
る
。
天
心
の

唱
え
ん
と
し
た
と
と
は
茶
道
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
茶
道
の
も
つ
精
神
的
な
も
の
、
乙
の
精
神
的
な
も
の
の
伝
統
が
見
失
わ
れ
、
生
命
を
喪
失
し
た
場
合
、
形
骸

と
し
て
残
る
の
は
一
種
の
儀
式
で
あ
り
、
単
な
る
審
美
主
義
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
再
び
珠
光
の
時
代
、
珠
光
の
言
葉
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

村
田
珠
光
（
一
四
二
二
l

一
五
O
二
）
の
生
れ
た
時
代
に
は
、
応
仁
文
明
の
乱
を
経
験
し
、
春
修
の
生
活
に
鎌
倉
の
当
時
に
見
ら
れ
た
真
面
目
な
心
を
回
復

せ
ん
と
し
た
風
潮
が
存
在
し
た
。
南
都
称
名
寺
の
僧
と
し
て
の
経
歴
を
も
っ
珠
光
が
、
能
阿
弥
に
従
っ
て
そ
の
弟
子
と
な
り
、
や
が
て
一
休
宗
純
に
参
禅
し
、

園
悟
の
墨
蹟
を
得
た
こ
と
は
前
記
の
「
山
上
宗
二
記
」
に
詳
し
い
。
乙
の
一
休
宗
純
と
い
う
類
稀
な
禅
僧
の
感
化
を
受
け
た
と
と
は
、
珠
光
の
茶
の
精
神
が
芸

術
の
側
よ
り
も
、
む
し
ろ
宗
教
へ
の
方
向
づ
け
に
於
い
て
解
明
さ
れ
る
必
然
性
を
有
し
て
い
る
。
珠
光
が
茶
湯
者
覚
悟
十
体
の
最
初
に
「
上
ヲ
愈
相
、
下
ヲ
律

儀
」
と
い
う
の
も
、
彼
の
も
の
を
見
る
眼
が
客
観
的
に
対
象
を
あ
る
美
的
性
格
と
し
て
促
え
て
い
る
の
で
は
な
い
と
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
観
者内

。
口
同d

の
心
の
中
に
構
成
さ
れ
た
一
つ
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
世
界
が
外
部
に
麓
相
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
私
が
先
に
問
題
と
し
た
「
麗
な
る
も
の
」

は
、
あ
く
迄
も
感
覚
的
に
捉
え
ら
れ
、
可
視
性
の
範
囲
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
自
然
界
の
物
象
で
あ
れ
、
人
工
的
な
造
型
物
で
あ

れ
、
観
者
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
「
愈
な
る
も
の
の
姿
態
」
は
客
観
性
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
対
象
の
性
格
と
し
て
「
麗
な
る
も
の
」
は
現
前
し
得
る
。

だ
が
一
日
一
「
麗
相
な
る
も
の
」
を
人
が
意
識
す
る
と
き
、
眼
前
の
「
貨
な
る
も
の
」
は
直
ち
に
「
倉
相
な
る
も
の
」
に
転
位
出
来
な
い
。
茶
道
の
開
山
と
し
て

の
珠
光
の
精
神
を
考
え
る
た
め
に
は
、
彼
の
時
代
に
至
る
先
人
た
ち
、
つ
ま
り
日
本
人
一
般
の
心
情
の
様
態
を
歴
史
的
に
見
き
わ
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

古
来
日
本
人
の
感
覚
に
は
、
自
然
と
の
密
接
な
親
近
感
が
流
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
日
本
の
自
然
が
常
に
穏
和
で
あ
り
、
日
本
は
常
変
ら
ぬ
美
し
い
国
で
あ

る
と
一
概
に
前
書
き
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
し
か
も
な
お
、
た
た
な
は
る
山
の
姿
や
、
川
の
流
れ
、
四
季
折
々
の
花
に
恵
ま
れ
、
な
ご
や
か
な
自
然
的
環
境

を
有
し
て
い
る
と
と
は
否
定
出
来
な
い
。
洪
水
や
地
震
、
暴
風
、
噴
火
な
ど
の
災
害
が
多
く
の
人
命
を
奪
う
乙
と
は
、
し
ば
し
ば
経
験
を
重
ね
て
来
た
と
と
で



あ
る
が
、
こ
の
自
然
が
人
々
に
と
り
慈
母
で
あ
る
場
合
も
、
又
怖
る
べ
き
破
壊
者
で
あ
る
場
合
に
も
、
日
本
人
は
乙
れ
を
一
つ
の
反
省
的
な
気
持
で
迎
え
、
そ

の
根
本
に
は
自
然
の
情
調
を
愛
し
、
と
り
わ
け
不
自
然
な
も
の
の
う
ち
に
自
然
を
見
る
風
が
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
幾
多
の
書
物
に
説
か
れ
る
如
く

日
本
の
国
土
ば
、
そ
の
空
間
的
、
形
態
的
、
地
勢
的
な
多
様
性
に
於
い
て
、
又
そ
の
時
間
的
、
季
節
的
、
気
象
的
な
多
変
性
に
於
い
て
特
殊
な
性
格
を
有
し
、

こ
の
風
土
的
特
性
が
人
々
の
文
化
的
精
神
、
と
く
に
美
的
精
神
に
与
え
る
影
響
が
、
複
雑
な
相
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
そ
し
て
も
っ
と

も
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
自
然
に
対
し
て
人
間
の
精
神
が
優
越
的
に
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
傾
向
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
の
中
に
自
己
の
姿
を
融
和
さ

せ
、
対
立
的
と
い
う
よ
り
、
自
然
内
存
在
と
し
て
自
己
の
存
在
を
肯
定
容
認
し
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
は
る
か
に
遡
っ
て
万
葉
集
に
そ
の
感
情
の
あ
ら
わ
れ

の
諸
例
を
求
め
る
乙
と
は
容
易
で
あ
る
。
自
然
の
物
象
を
取
り
扱
う
銭
景
の
歌
は
、
自
然
の
客
観
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
こ
そ
成
立
す
る
。
自
然
内
存
在
と
し

て
あ
り
な
が
ら
も
、
自
然
と
人
間
と
の
分
離
が
前
提
と
な
り
、
精
神
の
独
立
が
自
然
の
物
象
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
視
覚
の
働
き
が
あ

り
、
聴
覚
の
覚
醒
が
あ
っ
た
。

わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
日
さ
し
今
夜
の
月
夜
ま
さ
や
か
に
こ
そ
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旅
に
し
て
物
恋
し
き
に
山
し
た
の
赤
の
そ
ほ
船
沖
を
漕
ぐ
見
ゆ

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
わ
た
る

随
意
に
取
り
出
し
た
こ
れ
ら
の
歌
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
自
然
に
対
峠
す
る
人
聞
の
生
き
た
視
覚
の
働
き
、
つ
ま
り
は
絵
画
的
と
称
し
得
る
客

観
性
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
眼
前
に
実
在
す
る
も
の
に
触
発
さ
れ
て
歌
う
と
い
う
成
立
の
条
件
を
有
し
て
い
る
。
万
葉
人
は
花
を
愛
し
、
烏
を
愛
し
、

山
の
色
を
め
で
、
又
海
の
眺
め
を
喜
ぷ
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
感
覚
に
捉
え
ら
れ
る
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
二
、
三
の
例
歌
に
よ
っ
て
私

が
こ
う
断
定
的
に
言
う
こ
と
は
、
正
確
さ
を
欠
く
憾
み
が
あ
る
が
、
感
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
以
上
に
自
然
を
、
す
な
わ
ち
自
然
の
本
体
に
ま
で
迫
っ
て
行

く
意
識
は
、
未
だ
万
葉
の
時
代
に
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
乙
の
つ
き
進
ん
で
行
く
意
識
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
や
は
り
人
聞
の
生
活
に
対
し
て

否
定
的
に
働
く
自
然
の
暴
威
力
が
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
、
逆
に
自
然
の
真
の
恩
恵
を
深
く
感
得
し
、
こ
れ
を
讃
美
す
る
感
情
は
湧
き
起
ら
ぬ
に
違
い
な
い
。



万
葉
集
ω
時
代
に
前
後
し
て
仏
教
思
想
が
日
本
に
移
入
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
影
響
が
日
本
人
の
自
然
観
に
も
っ
と
も
大
き
く
反
映
し
た
も
の
は
、
仏
教
に
於

け
る
浄
土
極
楽
の
思
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
精
神
の
内
部
で
仮
構
さ
れ
た
浄
土
極
楽
の
相
を
視
覚
的
な
現
実
相
と
し
て
、
日
本
の
自
然
美
の

中
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
平
安
時
代
の
浄
土
教
美
術
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仏
の
慈
悲
を
光
明
と
し
て
た
た
え
、
荘
厳
浄
土
を
欣
求
す
る
あ

ま
り
、
こ
こ
に
於
い
て
も
な
お
人
間
生
活
に
否
定
的
な
力
を
も
っ
自
然
は
省
み
ら
れ
ず
、
平
凡
な
視
覚
的
自
然
美
が
多
く
の
造
型
美
と
と
も
に
平
安
人
の
眼
を

楽
し
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
栄
華
物
語
」
の
法
成
寺
描
写
の
文
章
な
ど
ぬ
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
の
時
代
よ
り
後
、
次
第
に
自
己
の
独
自
の
精
神
を
も
っ
て
自
然
に
対
し
、
美
し
い
自
然
ば
か
り
で
な
く
、
荒
々
し
い
自
然
、
ま
ま
な
ら
ぬ
自
然
を
意

識
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
つ
ま
り
鎌
倉
の
政
治
的
変
動
、
武
家
社
会
の
興
亡
に
伴
い
人
生
無
常
と
観
ず
る
結
果
は
、
自
然
も
又
頼
り
難
く
、
は
か
な

き
も
の
の
象
徴
と
し
て
の
意
識
を
生
じ
た
。

い
っ
た
い
人
閣
の
噌
好
と
し
て
は
、
不
揃
い
な
も
の
よ
り
は
揃
っ
た
も
の
、
欠
け
た
も
の
よ
り
は
と
と
の
っ
た
も
の
、
ゆ
が
ん
だ
も
の
よ
り
は
真
直
な
も

の
、
不
協
和
的
な
も
の
よ
り
は
協
和
的
な
も
の
を
求
め
る
の
が
自
然
の
性
情
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
旦
眼
を
自
然
界
に
向
け
た
時
、
我
々
は
そ
乙
に
自
己
の
欲
求声

。

と
異
っ
た
変
則
的
な
不
均
衡
な
事
象
に
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
に
相
違
な
い
。
た
と
え
似
た
り
と
は
い
え
、
同
じ
形
の
山
は
存
在
せ
ぬ
如
ぐ
、
木
の
葉
一
枚
一
枚

に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
造
化
の
妙
が
托
さ
れ
て
い
る
。
野
球
の
ボ
ー
ル
の
よ
う
な
完
全
な
球
形
の
石
が
殆
ど
存
在
せ
ぬ
如
く
、
自
然
は
決
し
て
円
満
具
足
の
手
本
で

は
な
い
。
か
か
る
自
然
の
事
象
に
於
け
る
主
と
し
て
視
覚
的
な
実
相
を
自
覚
す
る
か
否
か
は
、
時
代
人
の
自
然
観
に
大
き
な
影
響
関
係
を
も
っ
て
来
る
。
ギ
リ

シ
ャ
美
学
の
理
念
は
、
完
壁
な
美
に
置
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
典
型
的
な
も
の
を
均
斉
の
と
れ
た
人
体
美
に
み
た
。
し
か
し
、
自
然
と
の
密
接
な
関
連
の
下
に

一
連
の
系
統
的
な
展
開
を
示
し
得
た
日
本
人
の
美
的
感
情
は
、
こ
の
典
型
た
る
自
然
の
不
完
全
の
相
の
呪
縛
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
も
っ
と

も
こ
の
呪
縛
力
は
、
精
神
の
独
立
が
未
熟
の
と
き
は
、
た
だ
潜
勢
力
と
し
て
留
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
自
然
が
精
神
に
対
立
し
た
存
在
と
し
て
感
得
さ
れ
た
と
き
、

漸
く
表
面
化
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
い
や
む
し
ろ
こ
の
こ
と
は
、
日
本
人
独
自
の
心
情
と
し
て
自
然
に
求
む
る
精
神
的
要
素
が
、
完
全
さ
を
否
定
す
る
面

に
の
み
一
方
的
に
発
達
し
て
来
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
例
で
は
あ
る
が
、
徒
然
草
第
百
三
十
七
段
の
「
花
は

さ
か
り
に
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
雨
に
む
か
ひ
て
月
を
こ
ひ
、
た
れ
こ
め
て
春
の
行
方
し
ら
ぬ
も
、
な
ほ
あ
は
れ
に
情
ふ
か
し
。
咲
き
ぬ
べ

き
ほ
ど
の
梢
、
ち
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
見
所
お
ほ
け
れ
ぷ
な
ど
は
、
発
想
の
源
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
を
明
瞭
に
示
す
も
の
と
云
え
る
の
で
あ



る
。
そ
し
て
こ
の
発
想
が
、
兼
好
の
直
接
的
な
自
然
観
照
の
帰
結
と
し
て
の
主
張
よ
り
、
む
し
ろ
兼
好
の
心
情
の
内
部
に
於
い
て
形
造
ら
れ
た
世
界
の
外
化
と

し
て
生
じ
て
い
る
乙
と
も
又
事
実
で
あ
る
。

徒
然
草
に
は
、
随
分
に
前
後
矛
盾
し
た
説
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
筒
所
が
あ
る
。
又
兼
好
の
ひ
ね
く
れ
た
批
評
を
云
々
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
だ
が
物

を
見
、
も
の
の
本
性
を
感
じ
考
え
る
深
さ
に
於
い
て
、
兼
好
の
柔
軟
な
振
幅
の
豊
か
な
思
考
態
度
は
、
十
分
に
引
用
す
る
に
足
る
価
値
を
有
し
て
い
る
。
自
然

の
事
象
に
完
全
な
相
、
当
然
あ
る
べ
き
理
想
像
を
見
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
の
否
定
的
な
面
に
却
っ
て
興
味
を
抱
く
傾
向
は
、
人
工
の
造
作
物
に
対
す
る

批
評
に
も
共
通
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

「
う
す
も
の
の
表
紙
は
、
と
く
損
ず
る
が
わ
び
し
き
」
と
人
の
い
ひ
し
に
、
頓
阿
が
、
「
羅
は
上
下
は
づ
れ
、
螺
銅
の
軸
は
貝
落
ち
て
後
乙
そ
い
み
じ
け

れ
」
と
申
し
侍
り
し
こ
そ
、
心
ま
さ
り
て
覚
え
し
か
。
一
部
と
あ
る
草
子
な
ど
の
お
な
じ
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
を
見
に
く
し
と
い
え
ど
、
弘
融
僧
都
が
、

物

を
必
ず
一
具
に
と
と
の
へ
ん
と
す
る
は
、
っ
た
な
き
も
の
の
す
る
事
な
り
。
不
具
な
る
と
そ
よ
け
れ
」
と
い
ひ
し
も
、
い
み
じ
く
お
ぼ
え
し
な
り
。

す
べ
て
何
も
皆
、
乙
と
の
と
と
の
ほ
り
た
る
は
あ
し
き
こ
と
な
り
。
し
の
乙
し
た
る
を
、
さ
て
打
置
き
た
る
は
、
面
白
く
、
い
き
の
ぷ
る
わ
ざ
な
り
。
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「
内
裏
造
ら
る
る
に
も
、
か
な
ら
ず
作
り
は
て
ぬ
所
を
の
乙
す
事
な
り
」
と
或
る
人
申
し
侍
り
し
也
。
先
賢
の
つ
く
れ
る
内
外
の
文
に
も
、
章
段
の
か
け
た

る
事
の
み
乙
そ
侍
れ
。

右
の
文
章
ほ
ど
、
日
本
人
の
「
不
完
全
さ
」
に
対
す
る
晴
好
を
適
確
に
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
柳
宗
悦
氏
は
「
奇
数
の

美
」
（
雑
誌
が
心d
昭
和
三
十
年
六
月
〉
と
題
す
る
論
文
を
発
表
さ
れ
、
「
破
形
」
（
ロ
o
p
g

色
。
ロ
）
す
な
わ
ち
「
不
定
形
」
「
不
整
形
」
そ
し
て
こ
れ
が
と
り

も
な
お
さ
ず
「
奇
数
の
美
」
と
し
て
、
茶
器
の
形
状
に
関
連
し
て
「
不
完
全
の
美
」
の
意
味
を
実
に
明
瞭
に
道
破
さ
れ
た
。

従
然
草
に
見
ら
れ
る
「
と
と
の
わ
ざ
る
も
の
」

「
未
完
成
の
も
の
」
を
よ
ろ
こ
ぶ
態
度
は
、
吏
に
禅
宗
的
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
よ
っ
て
確
固
た
る
も

の
と
な
る
。
い
っ
た
い
宗
教
と
視
覚
美
的
な
も
の
、
つ
ま
り
美
術
作
品
と
の
関
係
に
は
種
々
複
雑
な
展
開
相
が
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
特
色
と
す
べ
き
は
、
物

質
感
覚
の
世
界
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
消
極
、
積
極
の
二
つ
の
相
反
し
た
態
度
で
あ
り
、
美
術
が
感
覚
世
界
に
属
し
、
あ
る
種
の
物
的
表
現
を
成
立
条
件
と
す



る
か
ぎ
り
、
消
極
的
な
態
度
は
、
美
的
表
現
の
否
定
に
ま
で
到
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
偶
像
破
壊
の
運
動
な
ど
は
こ
の
極
相
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
も

っ
と
も
す
ぐ
れ
た
哲
人
の
一
人
と
し
て
、
昨
今
し
き
り
に
問
題
と
さ
れ
る
永
平
道
元
の
立
場
に
は
、
和
辻
哲
郎
氏
の
論
究
さ
れ
た
如
く
、
は
っ
き
り
し
た
芸
術

t

へ
の
非
難
が
あ
る
。

第
八
章
）

つ
ま
り
宗
教
美
術
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
の
清
浄
な
神
秘
的
な
美
し
さ
の
た
め
に
宗
教
そ
れ
自
身
よ
り
も
重
ん
じ
ら
れ
、
本
末
を
転
倒
す
る
こ
と
へ
の

〈
沙
門
道
元

怖
れ
と
い
ま
じ
め
で
あ
る
。

「
仏
像
舎
利
は
如
来
の
遺
像
遺
骨
な
れ
ば
恭
敬
す
べ
し
と
云
へ
ど
も
、
ま
た
偏
に
是
を
仰
ひ
て
得
悟
す
べ
し
と
思
は

Y

還
て
邪

見
」
と
な
る
の
で
あ
り
〈
正
法
眼
蔵
随
聞
記
第
一
）
、
し
か
し
て
可
視
的
な
、

い
わ
ゆ
る
通
俗
的
な
美
の
世
界
に
於
け
る
美
醜
の
評
価
は
、
次
の
言
葉
の
如
く

表
面
上
は
道
元
の
目
す
る
処
と
は
な
ら
ぬ
か
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
設
ひ
泥
木
塑
像
の
麗
悪
な
り
と
も
仏
像
を
ば
敬
ふ
べ
し
。
黄
巻
赤
軸
の
荒
品
な
り
と
も
経
教
を
ば
帰
敬
す
べ
し
。
破
戒
無
漸
の
僧
侶
な
り
と
も
僧
体
を
ば

仰
信
す
べ
し
。
内
心
に
信
心
を
以
て
敬
礼
す
れ
ば
必
ず
顕
福
を
蒙
る
な
り
。
破
戒
無
断
の
僧
、
疎
相
の
仏
、
麓
品
の
経
な
れ
ば
と
て
、
不
信
無
礼
な
れ
ば
必

ず
罰
を
蒙
る
な
り
。
」
（
同
随
聞
記
第
三
）
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だ
が
麗
悪
な
塑
像
、
疎
相
の
仏
、
麗
品
の
経
巻
と
述
べ
る
道
元
に
は
、
常
に
「
麗
な
る
も
の
」
の
感
覚
的
覚
知
が
た
と
え
無
意
識
下
に
も
せ
よ
働
い
て
お

り
、
た
だ
「
麗
相
な
る
も
の
」
に
創
造
的
な
意
味
を
も
た
せ
、
そ
れ
を
可
視
的
表
現
へ
と
導
く
積
極
性
が
、
行
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
あ
の
「
正

法
眼
蔵
」
の
体
系
を
生
む
乙
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

道
元
の
寂
（
一
ニ
五
三
〉
後
、
一
二
七
五
年
伊
勢
に
生
ま
れ
た
夢
窓
国
師
は
、
そ
の
造
庭
の
面
に
て
の
仕
事
を
今
日
高
く
評
価
す
る
如
く
、
禅
僧
の
芸
術
面

へ
の
か
か
わ
り
方
を
検
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
最
初
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
た
だ
乙
こ
で
考
え
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
造
庭
の
も
つ
美
の
意
味
と
、
造
庭
に

働
く
精
神
が
必
ず
レ
も
「
赤
い
花
」
を
赤
と
見
、
な
だ
ら
か
な
山
な
み
を
穏
や
か
な
日
本
の
山
と
み
る
自
然
へ
の
素
朴
な
親
近
感
に
は
基
づ
い
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
覚
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
自
然
そ
の
ま
ま
で
な
く
「
芸
術
的
形
成
と
し
て
の
庭
園
は
、
、
素
材
と
し
て
の
自
然
に
精
神
の
否
定
的
な

働
き
の
加
わ
っ
た
も
の
」
（
和
辻
哲
郎
「
桂
離
宮
」
六
八
頁
）
で
あ
る
。
長
文
で
あ
る
が
夢
窓
国
師
の
山
水
観
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の
文
章
を
挙
げ
る
。



古
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、
山
水
と
て
山
を
っ
き
石
を
た
て
樹
を
う
ゑ
、
水
を
流
し
て
晴
愛
す
る
人
多
し
。
そ
の
風
情
は
同
じ
と
言
え
共
、
そ
の
意
趣
は

各
こ
と
な
り
。
或
は
我
が
心
に
は
さ
し
も
面
白
し
と
は
思
は
ね
ど
も
、
た
だ
家
の
か
ぎ
り
に
し
て
、
よ
そ
の
人
に
、
い
し
け
な
る
す
ま
い
か
な
と
言
わ
れ
ん

た
め
に
か
ま
ふ
る
人
も
あ
り
。
或
は
よ
ろ
づ
の
事
に
貧
著
の
意
あ
る
故
に
、
世
間
の
珍
宝
を
集
め
て
曙
愛
す
る
中
に
、
山
水
を
も
又
愛
し
て
奇
石
珍
木
を
ゑ

ら
び
求
め
て
、
集
め
置
け
る
人
も
あ
り
、
か
ゃ
う
の
人
は
山
水
の
や
さ
し
き
こ
と
を
は
愛
せ
ず
、
只
こ
れ
俗
塵
を
愛
す
る
人
な
り
。

白
楽
天
、
小
池
を
掘
り
て
、
そ
の
辺
り
に
竹
を
植
え
て
愛
せ
ら
れ
き
。
そ
の
語
に
云
う
、
竹
は
是
れ
心
む
な
し
け
れ
ば
我
が
友
と
す
。
水
は
よ
く
性
き
よ

け
れ
ば
吾
が
師
と
す
と
云
々
。
世
間
に
山
水
を
乙
の
み
玉
う
人
、
同
じ
く
は
楽
天
の
意
の
知
く
な
ら
ば
、
実
に
乙
れ
俗
塵
に
混
ぜ
ざ
る
人
な
る
べ
し
。
或
は

天
性
淡
泊
に
し
て
俗
塵
の
事
を
ば
愛
せ
ず
、
た
だ
詩
歌
を
吟
し
泉
石
に
う
そ
ふ
き
て
心
を
や
し
な
ふ
人
あ
り
、
煙
霞
の
癌
疾
、
泉
石
の
膏
育
と
い
へ
る
は
か

ゃ
う
の
人
の
語
な
り
。
こ
れ
を
ば
世
間
の
や
さ
し
き
人
と
申
し
ぬ
べ
し
。
た
と
ひ
か
や
う
な
り
と
も
若
し
道
心
な
く
は
亦
是
れ
輪
廻
の
基
な
り
。
或
は
乙
の

山
水
に
対
し
て
ね
ぶ
り
を
さ
ま
し
、
つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
て
、
道
行
の
た
す
け
と
す
る
人
あ
り
。
こ
れ
は
つ
ね
さ
ま
の
人
の
山
水
を
愛
す
る
意
趣
に
は
同

石
、
皆
こ
れ
自
己
の
本
分
な
り
と
信
ず
る
人
、

一
旦
山
水
を
愛
す
る
事
は
世
情
に
似
た
れ
共
、
や
が
て
そ
の
世
情
を
道
心
と
し
て
、
泉
石
草
木
の
四
気
に
か- 98 ー

じ
か
ら
ず
、
ま
こ
と
に
貴
し
と
申
し
ぬ
ベ
し
。
し
か
れ
ど
も
山
水
と
道
行
と
差
別
せ
る
故
に
、
真
実
の
道
人
と
は
申
す
べ
か
ら
ず
。
或
は
山
河
大
地
草
木
瓦

は
る
気
色
を
工
夫
と
す
る
入
あ
り
。
も
し
よ
く
か
や
う
な
ら
ば
、
道
人
の
山
水

i

を
愛
す
る
模
様
と
し
ぬ
ベ
し
。
然
れ
ど
も
山
水
を
こ
の
む
は
定
て
悪
事
と
も

言
う
べ
か
ら
ず
。
定
め
て
善
事
と
も
申
し
が
た
し
。
山
水
に
は
得
失
な
し
。
得
失
は
人
の
心
に
あ
り
。
（
夢
中
問
答
、
巻
の
中
、
第
五
十
七
段
）

乙
の
文
章
よ
り
伺
わ
れ
る
夢
窓
国
師
の
山
水
観
の
骨
子
は
、
最
後
の
「
得
失
は
人
の
心
に
あ
り
」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
乙
れ
は
山
水

の
客
観
的
な
美
を
論
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
山
水
に
対
峠
し
た
場
合
（
必
ず
し
も
現
実
体
験
の
結
果
で
な
く
と
も
）
い
わ
ば
自
然
と
精
神
と
の
緊
張
関
係
に
基

い
た
心
の
中
の
山
水
観
を
示
す
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
夢
窓
の
対
自
然
意
識
は
、
心
の
中
に
一
つ
の
あ
ら
か
じ
め
構
成
さ
れ
た
世
界
が
あ
り
、
こ
の
世

界
と
現
実
界
と
の
交
渉
角
逐
と
し
て
、
内
か
ら
外
へ
向
う
方
向
づ
け
を
も
っ
て
精
神
が
造
型
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
庭
園
芸
術
が
完
成
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ

る
他
の
例
と
し
て
彼
の
偏
頚
を
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
「
奇
峰
」
と
題
す
る
も
の
、



終
古
観
鏡
勢
不
レ
凡

木
霊
石
怪
呈
＝
祥
瑞
－

一
回
登
捗
換
ニ
隻
昨
－

只
在
－
］
尋
常
煙
霧
裏
－

〈
国
訳
禅
学
大
成
所
収
「
夢
窓
国
師
語
録
」
下
巻
）

乙
の
偏
額
に
は
、
夢
窓
自
身
の
自
然
へ
の
接
近
投
入
が
経
過
と
し
て
語
ら
れ
、
し
か
も
実
感
と
し
て
の
木
、
石
を
見
る
眼
が
、
そ
の
実
相
を
見
き
わ
め
る
心

理
的
経
過
と
し
て
経
験
的
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
換
＝
隻
昨
こ
と
い
う
と
と
は
、
自
覚
の
契
機
を
い
う
も
の
と
思
わ
れ
、
夢
窓
の
主
体
的
精
神
の
動
き
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
も
動
因
と
な
る
存
在
で
あ
る
仮

の
「
も
の
を
み
る
眼
」
の
更
に
徹
底
し
た
顕
現
は
、
次
の
「
仮
山
水
韻
」
の
偶
頚
に
見
事
に
結
晶
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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象
た
る
奇
峰
に
一
旦
心
眼
が
聞
か
れ
れ
ば
、
そ
乙
に
は
精
神
の
働
き
を
通
過
し
た
後
の
生
々
と
し
た
虚
飾
の
な
い
自
然
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
乙
の
夢
窓

繊
塵
不
レ
立
峰
轡
峠

滑
滴
無
レ
存
澗
濃
流

一
再
風
前
明
月
夜

箇
中
人
作
＝
箇
中
遊
－

（
前
記
「
語
録
」
下
巻
よ
り
）

乙
の
第
四
句
の
「
乙
の
境
界
を
知
っ
て
い
る
人
の
み
が
、
乙
の
境
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
と
と
は
、
仮
山
水
の
韻
と
題
し
、
水
も
流
れ
ぬ
の
に

澗
爆
の
流
れ
る
と
感
ザ
る
、
い
わ
ゆ
る
枯
山
水
に
対
す
る
夢
窓
の
最
奥
的
な
心
の
中
の
完
全
相
の
表
白
な
の
で
あ
る
。
と
れ
は
精
神
内
容
と
表
現
方
法
、
仮
象

と
具
象
の
相
関
関
係
を
文
と
し
て
示
す
一
つ
の
極
致
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
と
の
偏
額
に
は
明
月
と
い
う
完
全
な
自
然
の
一
観
相
が
、
視
覚
的
効
果
を
も
っ
て
点



描
さ
れ
、
偏
に
絵
画
的
情
緒
を
与
え
て
い
る
。

さ
て
私
は
「
麓
相
な
る
も
の
」
の
成
立
す
る
基
盤
と
し
て
、
日
本
人
が
知
何
に
も
の
を
見
る
か
に
つ
い
て
三
、
四
の
例
を
挙
げ
、
そ
の
態
度
を
考
え
て
来
た

の
で
あ
る
が
、
茶
道
に
於
け
る
珠
光
の
「
愈
相
」
な
る
観
相
を
本
論
の
帰
結
と
す
る
た
め
に
は
、
珠
光
に
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
同
時
代
の
連
歌

師
心
敬
（
一
四
O
六
l

一
四
七
五
〉
の
「
も
の
の
見
方
」
を
も
一
顧
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
心
敬
の
研
究
は
、
そ
の
著
作
の
も
つ
内
容
の
深
遠
さ
、
後
代
に

与
え
た
影
響
力
な
ど
を
考
え
る
と
相
当
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
私
は
こ
乙
で
彼
の
「
さ
さ
め
ご
と
」
の
中
の
一
節
を
引
い
て
参
考
と
し
て
置
き
た
い
。

す
な
わ
ち
次
の
一
節
で
あ
る
。

歌
・
連
歌
に
も
外
織
内
浄
・
外
浄
内
織
の
句
あ
る
べ
し
と
也
。

姿
を
か
ざ
ら
で
心
の
艶
に
ふ
か
き
歌

か
し
乙
ま
る
し
で
に
涙
の
か
〉
る
か
な
又
い
つ
か
は
と
思
ふ
わ
か
れ
に

西

行

あ
さ
露
を
は
か
な
き
も
の
と
見
つ
る
ま
で
ほ
と
け
の
兄
に
身
は
な
り
に
け
り

占
叩

I
n
i
 

実
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に
な
ひ
持
つ
ざ
ふ
き
の
入
れ
乙
町
あ
し
だ
世
わ
た
る
道
を
見
る
ぞ
か
な
し
き

並
’U泊、

鎮

此
等
は
外
機
内
浄
の
句
な
る
べ
し
。
た
と
へ
ば
、
金
を
つ
Y

り
に
裏
み
た
る
ご
と
し
。
上
は
っ
た
な
く
て
、
う
ち
に
宝
あ
る
べ
し
。
又
、
姿
の
よ
ろ
し
く

て
、
心
の
乱
れ
た
る
歌
多
し
と
也
。

を
し
か
ら
ぬ
深
山
お
ろ
し
の
さ
廷
に
な
に
と
い
の
ち
の
幾
夜
ひ
と
り
ね

は
稀
な
り
と
な
む
。

比
の
た
ぐ
ひ
数
を
知
ら
ず
。
外
浄
内
臓
の
歌
な
り
。
錦
に
て
不
浄
の
物
を
裏
み
た
る
な
る
べ
し
。
人
も
姿
の
清
き
は
な
べ
て
の
乙
と
な
り
。
心
の
濁
ら
ざ
る

（
さ
〉
め
ご
と
下
巻
、
岩
波
版
「
連
歌
論
集
・
俳
論
集
」
一
八
一
t

ニ
頁
）

心
敬
の
主
張
す
る
こ
と
は
、
眼
前
に
可
視
化
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
表
現
に
至
る
心
の
過
程
、
精
神
の
様
態
が
清
浄
で
あ
り
、
美
で
あ
れ
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
さ
れ
た
も
の
よ
り
、
表
現
さ
れ
ぬ
心
の
状
態
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
必
然
的
に
「
未
だ
描
き
出
さ
れ
ぬ
も
の
」

「
そ
の
後
ろ
に
隠
さ

れ
た
も
の
」
に
強
い
意
味
を
も
た
せ
る
結
果
と
な
る
。
珠
光
の
師
の
一
休
宗
純
が
「
水
かY
み
」
の
中
で
、



「
我
は
こ
れ
、
な
に
も
の
ぞ
な
に
も
の
ぞ
。
頭
頂
よ
り
尻
ま
で
さ
ぐ
る
べ
し
。
さ
ぐ
る
と
も
さ
ぐ
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
は
、
我
な
り
。

心
と
は
い
か
な
る
も
の
を
い
ふ
や
ら
ん

す
み
ゑ
に
か
き
し
ま
っ
風
の
音
」

（
禅
林
法
話
集

四
回
頁
）

と
云
っ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
だ
が
心
敬
に
せ
よ
、

一
休
に
せ
よ
、
も
の
の
表
面
、
つ
ま
り
視
覚
的
な
感
覚
の
世
界
に
第
二
義
的
観
相
を
施
す
と
い
う
こ

と
の
背
後
に
は
、
お
そ
る
べ
き
と
云
っ
て
も
よ
い
強
い
自
己
確
信
の
精
神
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
覚
界
よ
り
精
神
の
独
立
を
自
負
す
る
貴
族

主
義
（
必
ず
し
も
適
切
な
言
葉
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
）
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
一
つ
の
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
に
留
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
連
歌
の
世
界
が
そ
う
で
あ
る
し
、
室
町
時
代
の
全
て
の
芸
術
、
能
楽
で
あ
れ
、
水
墨
画
で
あ
れ
、
茶
道
で
あ
れ
、
そ
の
各
々
名
人
と
称
さ
れ
る
人
々
の
主

義
主
張
に
は
驚
く
べ
き
自
負
自
信
が
あ
っ
た
と
思
う
。
た
と
え
ば
禅
宗
美
術
と
し
て
の
詩
画
軸
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
て
も
よ
い
。
墨
画
の
山
水
の
上
部

て
ニ
、
多
い
場
合
は
三
十
近
く
も
の
讃
が
寄
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
絵
画
の
領
域
を
逸
脱
し
て
い
る
。
絵
画
の
画
面
の
中
心
は
分
裂
し
、
強
い
個

性
が
幾
つ
と
な
く
画
面
を
占
領
す
る
。
そ
し
て
中
心
と
な
る
べ
き
筈
の
墨
画
の
手
法
も
一
つ
の
「
気
」
を
生
動
さ
せ
る
、
効
果
を
の
み
狙
っ
た
措
法
を
と
る
。

実
物
を
見
る
と
と
の
な
い
た
め
正
確
さ
を
欠
く
が
、
野
村
氏
蔵
の
村
田
珠
光
筆
の
山
水
図
（
紙
本
墨
画
）
も
写
真
で
み
る
か
ぎ
り
に
於
い
て
は
、
恰
か
も
東
京

l乙
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立
博
物
館
の
雪
舟
「
破
墨
山
水
図
」
に
類
似
し
た
描
法
を
示
し
て
い
る
。
草
書
風
の
い
か
に
も
描
く
人
の
「
気
」
の
み
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
山
水
で
あ
る
。

つ
ま
り
私
が
本
論
の
テ
l

マ
と
し
て
い
る
「
農
相
」
と
は
、
組
野
な
観
相
と
い
う
意
味
づ
け
の
前
に
、
出
来
る
だ
け
可
視
化
す
る
領
域
（
面
積
的
な
も
の
で

あ
れ
、
体
積
的
な
も
の
で
あ
れ
、
は
た
又
言
語
の
量
で
あ
れ
）
を
減
少
し
、
こ
れ
を
極
度
に
惜
し
も
う
と
す
る
発
想
に
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
能
の
表
現

の
あ
の
言
葉
数
の
少
な
さ
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
芸
術
の
多
弁
さ
か
ら
み
れ
ば
、

「
死
ぬ
ほ
ど
の
退
屈
さ
」
を
誘
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
同
時
に
茶
の
湯
の
退
屈
さ
に
も
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
「
余
韻
」
と
か
「
余
情
」
と
か
の
言
葉
を
出
来
る
だ
け
使
用
し
た
く
な
い
。
む
し
ろ
表
現
を
惜

し
む
気
持
、
心
の
内
実
に
豊
か
さ
を
た
た
え
て
お
き
、
そ
の
心
が
円
満
に
し
て
完
全
な
る
こ
と
を
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
外
部
に
「
負
相
」
を
観
じ
、
こ
れ
に
美

を
見
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
精
神
は
、
ま
さ
に
貴
族
主
義
で
あ
り
、
同
時
に
裏
を
返
せ
ば
極
端
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。

私
は
さ
き
に
柳
宗
悦
氏
の
「
奇
数
の
美
」
な
る
論
文
に
触
れ
た
。
氏
の
詳
細
‘
文
中
に
は
次
の
知
き
一
節
が
あ
る
。

茶
人
達
は
「
数
奇
」
を
又
「
負
相
な
る
も
の
」
と
云
っ
た
が
、
か
う
い
ふ
境
地
に
美
の
深
さ
を
認
め
た
の
は
茶
人
達
の
卓
見
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。



「
麓
」
は
「
組
」
で
、
荒
い
様
で
、
奇
数
の
意
で
あ
る
。
か
か
る
麓
相
な
る
も
の
に
美
を
味
っ
た
の
は
、
日
本
人
の
美
意
識
や
美
体
験
の
著
し
い
、
又
特
に

優
れ
た
点
だ
と
云
っ
て
よ
い
。
茶
人
達
は
と
り
わ
け
高
台
の
美
を
味
ふ
。
そ
こ
は
荒
々
し
く
、
多
く
は
粕
が
け
が
施
さ
れ
て
お
ら
ぬ
。
そ
こ
に
「
愈
相
の

美
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
西
洋
に
は
こ
ん
な
観
賞
は
な
い
。
か
か
る
「
愈
」
は
、
宗
教
的
理
念
で
あ
る
「
貧
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
愈
相
な
る
も

の
」
を
「
貧
し
さ
の
美
」
と
呼
ん
で
よ
い
。
も
と
よ
り
乙
乙
で
「
貧
」
と
い
ふ
の
は
、
富
へ
の
反
律
と
し
て
の
貧
で
は
な
く
、
寧
ろ
真
の
富
を
つ
つ
む
貧

で
、
長
ら
く
東
洋
の
哲
理
が
説
い
た
「
無
」
の
境
地
で
あ
る
。
有
無
に
滞
ら
ぬ
そ
の
無
で
あ
る
。
そ
れ
が
形
を
と
る
時
、

「
渋
さ
」
と
も
「
わ
び
」
と
も

「
さ
び
」
と
も
呼
ば
れ
、
凡
て
の
美
の
目
途
と
な
っ
た
。
渋
さ
は
詮
ず
る
に
麗
相
の
美
、
貧
し
さ
の
美
で
あ
る
。
茶
人
達
が
無
地
の
美
の
深
さ
を
味
っ
た
の

も
そ
の
故
で
あ
る
。
か
か
る
「
貧
」
を
美
の
世
界
に
追
求
し
た
の
は
、
日
本
人
の
優
れ
た
美
覚
を
示
す
も
の
と
云
へ
や
う
。

私
は
「
無
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
を
未
だ
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
。
た
だ
私
が
本
論
で
試
み
た
乙
と
は
、「
負
相
な
る
も
の
」
に
美
を
求
め
る
精
神

の
内
奥
の
構
造
を
私
な
り
に
の
ぞ
き
み
る
乙
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
六
・
十
・
十
六
）
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