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第
一
章　

水
と
天

　

第
二
章　

色
彩
に
つ
い
て

　

第
三
章　

虚
と
実

拙
論
は
漱
石
の
洋
行
前
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
、三
十
三
歳
。
以
下
西
暦

及
び
年
令
は
省
略
）
以
前
の
漢
詩
を
中
心
に
、
そ
の
叙
景
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

当
該
第
二
章
は
色
彩
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
す
で
に
第
一
節
で
は
「
紅
と
緑
」
の
補

色
関
係
に
つ
い
て
、
第
二
・
三
節
で
は
、
最
も
頻
出
度
の
高
い
「
白
」
に
つ
い
て
説

い
た
。
前
稿
（『
紀
要
』
84
号
）
か
ら
第
四
節
と
し
て
「
白
」
に
次
ぐ
頻
出
度
の
「
青
」

を
対
象
に
究
明
す
る
。
そ
の
際
、「
青
」
が
形
容
す
る
最
多
の
熟
語
で
あ
る
「
青
山
」

を
俎
上
に
載
せ
て
、
漱
石
詩
に
お
け
る
「
青
」
考
究
の
よ
す
が
と
し
た
。
ま
ず
「
青

山
」
の
モ
チ
ー
フ
を
三
種
に
大
別
し
た
。
⑴
自
然
美
の
対
象
、
⑵
隠
遁
憧
憬
の
ト
ポ

ス
、
⑶
埋
葬
の
地
で
あ
る
。
⑴
で
は
、
8
詩
（
算
用
数
字
は
底
本
の
通
し
番
号
。
以

下
同
じ
）
を
例
に
挙
げ
て
、
清
流
に
揺
蕩
い
な
が
ら
水
面
に
映
る
「
青
山
」
を
漱
石

の
典
型
的
審
美
観
の
表
象
と
し
て
捉
え
、「
青
」
に
は
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
「
色
の

力
」
が
あ
る
と
述
べ
た
。

「
山
」
は
古
来
、
隠
棲
の
地
と
し
て
数
多
詠
わ
れ
て
お
り
、
漱
石
詩
も
例
外
で
は

な
く
彼
の
隠
遁
憧
憬
を
認
め
得
た
。
⑵
で
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、「
青
」
の
修

飾
に
よ
っ
て
何
が
明
ら
か
に
な
る
か
を
検
証
し
、
漱
石
詩
の
「
青
」
の
特
質
の
一
つ

と
し
て
、
時
間
空
間
を
超
え
る
永
遠
性
を
指
摘
し
た
。

本
稿
は
、
右
の
⑴
⑵
を
継
い
で
、
⑶
埋
葬
の
地
と
し
て
の
「
青
山
」
を
闡
明
し
て
、

「
青
」
の
特
質
に
迫
る
。
な
お
底
本
、
参
考
文
献
な
ど
の
基
本
情
報
は
、
第
一
章
の

注
に
拠
り
、
必
要
な
場
合
の
み
再
掲
す
る
。
ま
た
「
詩
題
」
が
「
無
題
」
の
場
合
は
、

す
べ
て
省
略
す
る
。

⑶
　
埋
葬
の
地

⑵
で
論
じ
た
よ
う
に
漱
石
詩
の
「
青
山
」
は
「
故
郷
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
が
、「
故
郷
」
は
古
来
、
代
々
の
父
祖
の
骨
を
埋
め
る
所
、
す
な
わ
ち
墓
地
と

い
う
要
素
を
内
包
す
る
。
さ
す
れ
ば
「
故
郷
」
が
媒
介
し
て
「
青
山
」
が
埋
葬
の
地

を
意
味
す
る
の
は
、
容
易
に
理
解
し
得
る
。
た
だ
漱
石
の
「
故
郷
」
が
と
も
す
れ
ば
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虚
実
相
混
じ
り
、
複
雑
に
屈
折
す
る
た
め
、
真
意
を
究
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

際
、
彼
が
用
い
る
豊
富
な
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
、
漱
石
独
特
の
援
用
を
解
明
し
な

が
ら
、「
青
山
」
ひ
い
て
は
「
青
」
の
特
質
を
考
究
す
る
。
テ
ー
マ
上
、
彼
の
死
生

観
も
看
過
し
難
い
。
生
死
の
流
転
は
過
去
、
現
在
、
未
来
と
綿
々
と
繋
が
っ
て
お
り
、

結
果
、
対
象
作
は
初
期
に
限
定
さ
れ
な
い
。
特
に
死
と
直
面
し
た
伊
豆
大
患
期
と
没

年
の
明
暗
期
の
作
は
考
察
に
値
す
る
。

ま
ず
は
伊
豆
大
患
期
の
作
、
79
詩
（
七
絶
、
明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
二
日
）
を

挙
げ
る
。

　

圓
覺
曾
參
棒
喝
禪　
　
　

円
覚　

曽
て
参
ず　

棒
喝
の
禅

　

瞎
兒
何
處
觸
機
縁　
　
　

瞎か
つ
じ児

（
盲
人
）
何
れ
の
処
か　

機
縁
に
触
れ
し

　

靑
山
不
拒
庸
人
骨　
　
　

青
山　

拒
ま
ず　

庸
人
（
凡
人
）
の
骨

　

回
首
九
原
月
在
天　
　
　

首こ
う
べ

を
九
原
（
墓
地
）
に
回
ら
せ
ば　

月
天
に
在
り

当
該
詩
は
、
伊
豆
で
の
大
吐
血
に
よ
る
「
三
十
分
の
死
」
か
ら
生
還
し
て
約
一
か

月
後
の
作
。
絶
対
安
静
の
病
床
に
仰
臥
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で

の
人
生
を
思
い
返
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
起
承
句
で
、
十
六
年
前
、
学
生
時
代
の
体
験

で
あ
る
鎌
倉
円
覚
寺
で
の
参
禅
を
回
顧
す
る
。
警
策
で
叩
か
れ
喝
を
入
れ
ら
れ
た
が
、

悟
り
の
悪
い
自
分
は
、
ど
う
し
て
も
悟
道
の
機
微
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

詠
う
。
そ
れ
に
し
て
も
数
多
く
の
経
験
の
中
で
、な
ぜ
参
禅
の
思
い
出
な
の
だ
ろ
う
か
。

後
半
は
現
時
点
に
転
じ
て
、
兎
に
も
角
に
も
最
大
の
危
機
を
辛
う
じ
て
乗
り
越
え

ら
れ
た
僥
倖
を
噛
み
し
め
る
。
転
句
は
、
世
の
中
に
は
青
々
と
美
し
い
山
が
到
る
処

に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
大
自
然
は
、
才
無
き
凡
愚
の
骨
も
大
ら
か
に
受
け
入
れ
て
く
れ

る
だ
ろ
う
と
詠
む
。
こ
の
発
想
は
、
人
口
に
膾
炙
す
る
「
骨
を
埋
む
る
豈
に
惟た

だ

に
墳

墓
の
地
の
み
な
ら
ん
や
、
人
間
到
る
処
に
青
山
あ
り（
26
）」

に
基
づ
く
。「
青
山
」
は
、

も
は
や
「
故
郷
」
だ
け
で
は
な
い
。「
瞎
兒
」「
庸
人
」
で
有
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
、

す
べ
て
の
人
間
の
最
後
を
黙
っ
て
受
容
す
る
空
間
と
化
し
て
い
る
。
こ
の
「
青
」
は

前
掲
、
ヴ
ン
ト
（
拙
論
第
二
章
注
2
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
沈
静
」
を
表
し
て
、

山
を
美
化
す
る
の
に
裨
益
し
て
い
る
。「
帝
都
」
育
ち
の
漱
石
に
と
っ
て
は
救
い
に
な

る
考
え
か
も
し
れ
な
い
。
結
句
で
は
、「
青
山
」（
墓
地
）
に
一
端
、
身
を
収
め
た
よ

う
だ
が
、
気
が
付
け
ば
す
で
に
脱
出
し
て
通
り
過
ぎ
て
い
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

暗
く
広
が
る
墓
原
の
上
に
は
、
月
が
ほ
っ
か
り
浮
ん
で
い
た
と
詠
む
。

79
詩
を
掲
載
し
た
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
二
十
一
に
は
、
生
と
死
の
境
界
を
ひ
ょ

い
と
跨
ぐ
よ
う
に
蘇
生
し
た
時
の
感
慨
を
こ
う
記
す
。
死
の
恐
ろ
し
さ
に
比
例
し
て
、

「
九
仞
に
失
っ
た
命
を
一
簣
に
取
り
留
め
る
嬉
し
さ
は
ま
た
格
別
で
あ
っ
た
。
こ
の

死
こ
の
生
に
伴
う
恐
ろ
し
さ
と
嬉
し
さ
が
紙
の
裏
表
の
如
く
重
な
っ
た
」
と
。「
九

仞
の
功
を
一
簣
に
虧
く
」
を
反
転
し
た
漱
石
ら
し
い
比
喩
を
用
い
て
、
絶
体
絶
命
か

ら
生
還
し
た
奇
跡
的
僥
倖
を
表
現
す
る
。
結
句
は
、
ま
さ
に
そ
の
心
象
風
景
で
あ
る
。

「
九
原
」
は
『
禮
記
』
檀
弓
下
を
踏
ま
え
て
墓
地
を
意
味
す
る
が（27
）、「
九
原
作お

こ

す
可
し
」

（
死
者
を
蘇
ら
せ
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、
漱
石
の
「
三
十
分
の
死
」
か
ら
の
蘇
生
を

暗
示
す
る
（
一
海
注
）。「
九
」
は
「
究
」
に
も
通
じ
る
一
桁
の
最
大
数
ゆ
え
、
ま
る

で
暗
闇
の
海
の
よ
う
に
無
限
に
広
が
る
墓
原
を
想
像
さ
せ
、
漱
石
な
ら
ず
と
も
、
そ

こ
に
呑
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
恐
怖
で
改
め
て
「
慄
然
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の

「
九
原
」
が
、「
青
山
」
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、「
青
」
が
美
し
さ
と
同
時
に
、
果
て

し
な
く
広
が
る
暗
い
空
間
を
形
容
し
て
恐
ろ
し
い
。
そ
の
時
、
天
空
に
浮
ぶ
月
が
眼

に
入
れ
ば
、
し
み
じ
み
と
希
望
の
光
の
よ
う
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
真
の

「
恐
ろ
し
さ
」
は
、
生
と
死
、
彼
岸
と
此
岸
の
距
離
が
「
回
首
」
ほ
ど
の
近
さ
で
あ

り
な
が
ら
、
絶
対
的
深
淵
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
や
す
や
す
と

文
学
部
紀
要
　
第
八
十
五
号
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飛
び
越
え
た
類
い
ま
れ
な
奇
跡
は
、
命
の
神
秘
性
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
す

で
に
拙
論
で
記
し
た
よ
う
に
、「
月
在
天
」
は
禅
語
の
「
月　

天
心
に
在
り　

夜
夜

円
か
な
り
」（
悟
渓
宗
頓
『
虎
穴
録
』）
に
通
じ
て
お
り
、
死
を
も
包
摂
す
る
大
自
然

の
予
定
調
和
的
摂
理
を
意
味
す
る（
28
）。
粛
然
と
し
た
静
寂
の
中
で
、
漱
石
は
、
か
つ
て

参
禅
で
得
ら
れ
な
か
っ
た
「
機
縁
」
に
触
れ
る
思
い
が
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
青
山
」
が
墓
地
と
結
び
つ
く
の
は
、
79
詩
の
諸
注
が
引
く
よ
う
に
、
北
宋
・
蘇

軾
（
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）
が
刑
死
を
覚
悟
し
て
弟
の
蘇
轍
に
寄
せ
た
作
「
獄
中

寄
子
由
（
蘇
轍
の
字
）」（『
東
坡
全
集
』
巻
二
十
九
、七
律
）「
是
處
青
山
可
埋
骨
、
他

年
夜
雨
獨
傷
神
（
是
の
処
（
到
る
所
）　

青
山　

骨
を
埋
む
可
し
、
他
年
夜
雨　

独
り

神
を
傷
ま
し
む
）」（
頸
聯
）
が
有
名
で
あ
る
。
東
坡
四
十
四
歳
の
時
、
当
時
の
新
旧

両
法
党
の
苛
烈
な
争
い
の
渦
中
、
旧
法
党
に
属
す
る
東
坡
は
、
新
法
党
に
よ
っ
て
国

政
を
誹
謗
中
傷
し
た
と
讒
言
さ
れ
て
、
百
日
間
、
獄
に
繋
が
れ
、
死
を
も
覚
悟
し
て

弟
に
送
っ
た
作
で
あ
る
。
こ
の
身
は
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
ど
こ
に
埋
葬
さ
れ
よ
う
と

構
わ
な
い
が
、
残
さ
れ
た
お
前
は
、
雨
降
る
夜
な
ど
兄
を
想
っ
て
哀
し
む
だ
ろ
う
と

弟
の
胸
中
を
思
い
や
る
。
こ
の
「
青
山
」
は
、「
故
郷
」
の
意
か
ら
派
生
し
て
、
代
々

の
父
祖
が
眠
る
所
と
い
う
意
味
を
前
提
と
し
、
刑
死
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
は
望

む
べ
く
も
な
く
、
今
憂
慮
す
る
の
は
弟
の
こ
と
と
気
遣
う
。
所
謂
「
夜
雨
對
牀
」
の

語
で
知
ら
れ
る
二
人
の
兄
弟
愛
も
相
俟
っ
て
、
爾
後
、「
青
山
」
が
「
骨
を
埋
め
る

處
」
す
な
わ
ち
墓
地
の
意
と
し
て
襲
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

漱
石
詩
で
は
死
を
間
近
に
控
え
た
没
年
の
作
に
、
そ
の
意
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当

然
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
142
詩
（
八
月
二
十
一
日
、
七
律
）
で
あ
る
。

　

①
不
作
文
章
不
論
經　
　
　

文
章
を
作
ら
ず　

経
を
論
ぜ
ず

　

②
漫
走
東
西
似
泛
萍　
　
　

�

漫
り
に
東
西
に
走
り
て　

泛は
ん
ぴ
ょ
う萍
（
浮
き
草
）
に

似
た
り

　

③
故
國
無
花
思
竹
徑　
　
　

故
国　

花
無
く
し
て　

竹
径
を
思
ふ

　

④
他
郷
有
酒
上
旗
亭　
　
　

他
郷　

酒
有
り
て　

旗
亭
（
居
酒
屋
）
に
上
る

　

⑤
愁
中
片
月
三
更
白　
　
　

愁
中
の
片
月　

三
更
に
白
く

　

⑥
夢
裏
連
山
半
夜
靑　
　
　

夢
裏
の
連
山　

半
夜
に
青
し

　

⑦
到
處
緡
錢
堪
買
石　
　
　

到
る
処　

緡
銭　

石
を
買
ふ
に
堪
ふ
る
も

　

⑧
傭
誰
大
字
撰
碑
銘　
　
　

誰
を
傭
ひ
て　

大
字
も
て
碑
銘
を
撰
せ
し
め
ん

当
該
作
は
明
暗
期
の
作
詩
開
始
（
八
月
十
四
日
）
か
ら
一
週
間
後
の
詩
で
あ
る
。

明
暗
期
七
十
五
首
の
特
徴
の
一
つ
は
、
七
言
律
詩
が
六
十
五
首
を
占
め
る
こ
と
で
あ

る
。
律
詩
の
特
質
は
、
各
詩
語
と
句
、
さ
ら
に
各
聯
が
稠
密
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ

の
緊
密
性
を
指
摘
で
き
る（
29
）。
漱
石
の
律
詩
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
完
成
度
が
高
く
、

殊
に
明
暗
期
、
約
三
か
月
の
間
、
連
日
の
よ
う
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
数
量
の
み
な
ら
ず
、

質
的
に
も
評
価
さ
れ
る
。
次
第
に
衰
弱
し
て
い
く
体
力
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
命
を
賭

し
た
鬼
気
迫
る
作
品
群
と
い
え
よ
う
。
当
該
作
も
、
各
句
と
各
聯
が
相
互
に
関
連
し

て
整
然
と
淀
み
な
く
展
開
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
れ
を
示
し
な
が
ら
、「
青
山
」
の

機
能
に
言
及
す
る
。

首
聯
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
回
顧
し
て
、
浮
草
の
よ
う
に
無
暗
矢
鱈
に
走
り
回

る
だ
け
で
、
立
派
な
詩
文
も
思
想
も
物
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
忸
怩
た
る
思
い

を
吐
露
す
る
。
こ
の
「
文
章
」
と
「
經
」
は
、
三
国
魏
・
曹
丕
の
「
文
章
は
経
国
の

大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
」（「
典
論
」）
を
想
起
さ
せ
る
。「
文
章
」
は
国
を
治

め
る
た
め
の
一
大
事
業
で
あ
る
と
い
う
雄
々
し
き
宣
言
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え

た
漱
石
の
「
大
業
」
は
、
末
句
の
「
大
字
」
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
幸
い
墓
石

を
買
う
位
の
「
緡
錢
」（
穴
に
紐
を
通
し
た
銅
銭
）
は
あ
る
が
、
誰
か
が
墓
誌
名
に

夏
目
漱
石
　
初
期
の
漢
詩

三



書
い
て
く
れ
る
よ
う
な
「
大
業
」
に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
を
ま
っ
た
く
成
し
得
て
い
な

い
と
結
ぶ
。
典
故
を
補
助
線
と
し
て
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
聯
と
尾
聯
の
関
わ
り

が
明
ら
か
に
な
り
、
首
尾
一
貫
性
を
看
取
し
得
る
。

第
二
句
は
、
な
ぜ
か
諸
注
は
記
さ
な
い
が
、
漱
石
が
傾
倒
す
る
寒
山
詩
（
五
古
四

韻
）
に
同
様
の
詩
句
が
見
え
る（
30
）。

　

①
一
人
好
頭
肚　
　
　

一
人
の
好
き
頭
肚

　

②
六
藝
盡
皆
通　
　
　

六り
く
げ
い芸　

尽
く
皆
な
通
ず

　

③
南
見
驅
歸
北　
　
　

南
の
か
た
駆
け
て
北
に
帰
る
を
見

　

④
西
見
趁
向
東　
　
　

西
の
か
た
趁は

し

り
て
東
に
向
か
ふ
を
見
る

　

⑤
長
漂
如
汎
萍　
　
　

長
へ
に
漂
ふ
て
汎は

ん
ぴ
ょ
う萍

の
如
し

　

⑥
不
息
似
蜚
蓬　
　
　

息や

ま
ざ
る
こ
と
蜚ひ

（
＝
飛
）
蓬ほ

う

に
似
た
り

　

⑦
問
是
何
等
色　
　
　

問
ふ
是
れ
何
等
の
色
と

　

⑧
姓
貧
名
曰
窮　
　
　

姓
は
貧　

名
は
窮
と
曰
ふ　

漱
石
は
寒
山
詩
を
「
時
に
誦
す　

寒
山
の
句
」（
63
詩
、
五
絶
転
句
）
と
詠
み
、

『
文
学
論
』「
文
学
的
Ｆ
と
科
学
的
Ｆ
と
の
比
較
一
汎
」（
第
三
篇
第
一
章
）
に
も
詩

句
を
引
い
て
「
寒
山
は
枯
淡
の
禅
徒
な
り
」
と
記
す
。
ま
た
自
ら
寒
山
拾
得
像
を
描

く
ほ
ど
に
心
酔
し
て
い
る
。

右
の
詩
の
冒
頭
に
は
、
外
見
、
中
身
（「
六
藝
」
は
士
と
し
て
学
ぶ
べ
き
六
種
の
教

養
、
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
）
と
も
に
申
し
分
な
い
人
物
が
登
場
す
る
が
、
い

つ
も
東
奔
西
走
、
齷
齪
走
り
回
っ
て
い
て
ま
る
で
浮
き
草
や
荒
野
に
転
が
る
蓬
の
よ

う
だ
。
彼
の
名
は
「
貧
窮
」
だ
と
さ
。
な
ん
と
も
人
を
食
っ
た
シ
ニ
カ
ル
な
諧
謔
性
。

初
句
の
「
好
頭
肚
」
も
、
ほ
か
に
用
例
の
な
い
寒
山
独
自
の
表
現
で
思
わ
ず
笑
っ
て

し
ま
う
が
、
当
該
作
だ
け
で
も
漱
石
が
寒
山
詩
を
愛
好
す
る
所
以
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。寒

山
の
皮
肉
な
眼
差
し
を
漱
石
自
身
に
向
け
た
の
が
、
142
詩
第
二
句
「
漫
走
東
西

似
泛
萍
」
と
い
え
る
。「
東
西
に
走
る
」
は
、
具
体
的
に
は
、
彼
の
松
山
・
熊
本
へ

の
赴
任
や
頻
繁
な
転
居
に
限
ら
ず
、
英
国
留
学
も
含
む
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
空
間
移

動
が
、
頷
聯
③
④
句
頭
の
「
故
國
」
と
「
他
郷
」
の
対
語
を
生
み
出
す
。
さ
り
な
が

ら
「
故
國
」
を
日
本
と
解
す
る
の
は
ま
だ
し
も
、「
酒
」
を
楽
し
む
「
他
郷
」
を
西
洋

と
は
限
定
し
難
い（31
）。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。
ま
た
先
行
の
訳
注
で
は
、「
故
國
」
を

「
精
神
的
な
故
国
（
帰
休
す
る
と
こ
ろ
）」（
中
村
注
）、「
漱
石
の
理
想
と
す
る
白
雲

郷
の
こ
と
」（
佐
古
注
）、「
あ
る
べ
き
真
実
世
界
＝
禅
的
世
界
」（
飯
田
注
）
な
ど
と

理
想
化
す
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
第
三
句
の
解
釈
が
以
下
の
よ

う
に
「
あ
る
」「
無
し
」
と
ず
れ
て
し
ま
い
、
奇
妙
に
ね
じ
れ
て
い
る
。

「
故
国
に
は
花
や
か
な
花
こ
そ
な
い
が
、
な
つ
か
し
い
静
か
な
竹
の
小
路
が
あ
る
」

（
中
村
訳
）

「
故
郷
に
は
華
麗
な
花
は
な
い
が
、
落
ち
着
い
た
竹
の
小
道
は
あ
る
」（
佐
古
訳
）

「
私
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
も
い
う
べ
き
理
想
郷
は
、
見
た
目
に
、
は
で
や
か
に

映
る
世
界
に
な
く
、
埋
も
れ
木
を
蔽
う
土
の
表
面
に
も
た
ぐ
う
竹
の
地
下
茎
の
で
こ

ぼ
こ
し
て
い
る
小
径
の
よ
う
な
た
く
ま
し
い
、
そ
し
て
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
な
世
界
が

し
の
ば
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
」（
飯
田
訳
）

「
故
国
に
は
「
花
」
の
よ
う
な
華
や
か
な
現
象
世
界
は
な
く
、
竹
径
に
象
徴
さ
れ

る
隠
逸
生
活
の
閑
か
さ
が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
私
は
そ
の
禅
的
世
界
に
思
い
あ
こ
が

れ
る
）」（
田
中
訳（
32
））

四
例
に
共
通
す
る
の
は
、「
故
國
」
に
「
花
」
は
無
い
が
、「
竹
徑
」
は
有
る
と
解

釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
い
ず
れ
も
「
花
」
は
皮
相
な
捉
え
方
に
終
始
す
る
一
方
、

文
学
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「
竹
徑
」
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
竹
は
古
来
、
擬
人
化
さ
れ
て
四
君
子
（
蘭

竹
菊
梅
）
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
常
緑
で
節
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
士
大
夫
の
不
変
の

志
の
比
喩
と
さ
れ
る
。
中
が
空
洞
ゆ
え
虚
心
坦
懐
、
邪
心
が
な
い
と
も
解
さ
れ
る
。

漱
石
詩
に
お
い
て
「
竹
」
は
植
物
の
中
で
二
十
二
例
と
最
多
を
誇
り（
33
）、
画
材
と
し
て

も
描
か
れ
、
そ
の
画
に
題
画
詩
（
115
・
117
・
129
・
133
な
ど
）
や
画
賛
を
付
す（34
）。
漱
石

に
と
っ
て
「
竹
」
は
自
然
を
象
徴
す
る
特
別
の
植
物
と
い
え
よ
う
。

「
竹
徑
」
の
典
拠
は
、
恐
ら
く
漢
の
蒋
詡
の
「
三
徑
」
を
踏
ま
え
る
だ
ろ
う
。
蒋

詡
は
王
莽
が
簒
奪
し
た
新
の
政
治
を
批
判
し
て
辞
職
帰
隠
し
、
庭
に
竹
松
菊
の
三
種

の
小
道
を
作
っ
た
と
い
う（
35
）。
陶
淵
明
「
歸
去
來
兮
辭
」
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
三
径

荒
に
就
け
ど
も　

松
菊
猶
ほ
存
す
」
と
詠
っ
て
名
高
い
。
淵
明
が
彭
沢
県
令
（
江
西

省
九
江
の
県
知
事
）
の
職
を
擲
ち
帰
郷
し
て
「
僮
僕
」「
稚
子
」
が
迎
え
る
場
面
で
、

そ
の
背
景
に
広
が
る
庭
の
描
写
で
あ
る
。
暗
に
「
竹
徑
」
の
消
失
を
詠
い
、
帰
隠
覚

悟
の
遅
さ
へ
の
痛
恨
を
含
ま
せ
る
。
し
た
が
っ
て
「
竹
徑
」
は
隠
遁
の
象
徴
で
あ

り
、
漱
石
詩
の
「
竹
径
を
思
ふ
」
は
彼
の
隠
遁
憧
憬
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
異
論
は

な
い
が
、
四
訳
は
い
ず
れ
も
隠
遁
の
場
を
「
故
國
」
の
中
と
解
し
て
い
る
。
だ
が
漱

石
は
そ
こ
に
は
「
花
」
が
無
い
と
否
定
す
る
。
⑵
で
記
し
た
よ
う
に
、
漱
石
の
憧
れ

る
隠
遁
空
間
は
、
花
咲
き
乱
れ
る
常
春
の
ト
ポ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
「
故
國
」
は
、
隠
遁
の
場
で
は
な
い
。
漱
石
の
「
花
」
好
き
は
小
説
で

も
明
ら
か
だ
が
、
漢
詩
に
於
い
て
も
顕
著
で
あ
り
、「
花
」
と
い
う
詩
語
は
五
十
九

例
の
多
き
を
占
め
る
。
次
節
で
詳
述
す
る
が
、
無
論
、
自
然
美
の
対
象
で
あ
り
、
開

花
や
落
花
に
よ
る
季
節
感
や
時
間
表
現
な
ど
多
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に

166
「
幽
花　

独
り
開
く　

涓
涓
の
水
」
な
ど
の
句
が
認
め
ら
れ
る
。
周
知
の
如
く
当

句
も
「
歸
去
來
兮
辭
」
中
の
名
句
「
泉
は
涓
涓
と
し
て
始
め
て
流
る
」
を
踏
ま
え
て

隠
遁
憧
憬
を
表
す
。
す
な
わ
ち
「
竹
徑
」
と
同
じ
く
「
花
」
も
隠
遁
の
象
徴
と
し
て

詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
故
國
」
に
は
心
安
ら
ぐ
自
然
の
興
趣
が
無
く
（「
無
花
」）、

隠
棲
の
場
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
（「
竹
徑
」）

を
思
い
求
め
る
と
表
白
す
る
の
で
あ
る
。
⑵
で
記
し
た
よ
う
に
、
漱
石
詩
の
「
故
郷
」

に
は
、「
故
園
」「
故
丘
」「
故
山
」
な
ど
多
く
の
類
語
が
あ
り
、
単
純
に
実
家
、
出

身
地
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
殆
ん
ど
が
隠
遁
憧
憬
と
関
わ
り
、
肯
定
的
に
詠

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
先
入
観
が
解
釈
を
誤
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
「
故
國
」

は
端
的
に
言
え
ば
、
147
「
愛
せ
ず
帝
城　

車
馬
の
喧
し
き
を
」
と
詠
む
「
帝
城
」「
帝

京
」「
帝
闕
」
に
近
い
の
で
あ
る
。
漱
石
の
複
雑
に
屈
折
し
た
故
郷
へ
の
思
い
に
留

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
青
山
」
は
漱
石
の
〈
幻
の
故
郷
〉
の
表
象
と
し
て
詠
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
常
に
現
実
の
故
郷
す
な
わ
ち
世
塵
へ
の
厭
世
観
と
裏
合
わ
せ
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
詩
の
「
故
國
」
は
当
該
例
の
ほ
か
に
二
例
9
・
39
詩
に
見
え
る
。
と
も
に
初

期
前
半
学
生
時
代
の
作
。
39
詩
（
明
治
二
十
三
年
九
月
、
五
律
）
は
「
函
山
雑
咏
」

八
首
其
四
の
首
聯
で
「
飄
然
と
し
て
故
国
を
辞
し
、
来
た
り
宿
る　

葦
湖
の
湄ほ

と
り

」
と

詠
う
。
前
述
の
如
く
、
眼
病
治
療
を
兼
ね
て
の
箱
根
芦
ノ
湖
へ
の
旅
立
ち
で
、
漱
石

自
身
の
現
実
の
「
故
郷
」（
実
家
）
の
意
と
し
て
単
純
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
理
想

的
願
望
や
逆
に
否
定
的
要
素
は
な
い
。
一
方
、
9
詩
（
明
治
二
十
二
年
五
月
、
七
絶
）

は
、
右
の
厭
世
観
を
逆
説
的
に
窺
わ
せ
て
興
味
深
い
。
子
規
の
『
七
草
集
』
を
批
評

し
た
連
作
九
首
其
一
で
『
七
草
集
』
執
筆
時
の
子
規
自
身
の
胸
中
を
子
規
に
な
り
替

わ
っ
て
詠
う
。

　

靑
袍
幾
閲
帝
京
秋　
　
　

�

青
袍
（
書
生
の
マ
ン
ト
）
幾
た
び
か
閲
す　

帝
京
の

秋
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酒
點
涙
痕
憶
舊
遊　
　
　

酒
点　

涙
痕　

旧
遊
を
憶
ふ

　

故
國
煙
花
空
一
夢　
　
　

故
國
の
煙
花　

空
し
く
一
夢

　

不
耐
他
鄕
写
閑
愁　
　
　

耐
へ
ず　

他
郷
に
て　

閑
愁
を
写
す
に

前
半
は
松
山
か
ら
上
京
し
た
が
、
幾
年
も
「
帝
京
の
秋
」
を
孤
独
に
過
ご
し
て
、

望
郷
の
涙
を
「
酒
」
で
紛
ら
わ
せ
て
き
た
と
述
べ
、
転
句
は
、
今
そ
の
故
郷
で
は
春

霞
が
棚
引
く
中
「
花
」
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
さ
ま
を
夢
の
よ
う
に
思
い
出
す
ば
か
り

と
詠
む
。
こ
の
「
故
國
」
は
、
明
ら
か
に
子
規
の
故
郷
松
山
で
、
望
郷
の
歌
で
あ
る
。

「
故
國
」
が
美
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
帝
京
」「
他
郷
」
す
な
わ
ち
漱
石
自

身
の
現
実
の
故
郷
は
、
孤
独
と
愁
い
の
場
と
さ
れ
て
い
る
。
9
詩
は
絶
句
と
い
う
短

さ
の
中
に
142
詩
と
同
じ
詩
語
を
六
種
（「
酒
」「
故
國
」「
花
」「
夢
」「
他
郷
」「
愁
」）

も
用
い
て
お
り
、
単
純
な
が
ら
両
詩
の
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
142
詩
の
「
故

國
」「
他
郷
」
が
く
る
り
と
「
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
」（
吉
川
注
）
詠
わ
れ
る
の
が
興

を
さ
か
す
。
す
な
わ
ち
142
詩
の
「
故
國
」
は
日
本
や
理
想
郷
の
意
で
は
な
く
、
漱
石

の
現
実
の
故
郷
で
、
い
か
に
も
権
力
を
意
味
し
て
「
喧
し
い
」「
帝
京
」
と
ほ
ぼ
同

義
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
花
が
無
い
」
と
は
、
美
し
い
花
咲
く
松
山

と
は
対
照
的
に
、
人
工
的
俗
世
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
の
厭
世
観
に
も
通
じ
て
い
く
。

そ
れ
は
首
聯
の
自
己
批
判
と
共
に
次
の
頸
聯
冒
頭
の
⑤
「
愁
」
と
関
わ
っ
て
い
る
。

頸
聯
⑤
⑥
「
愁
中
片
月
三
更
白
、
夢
裏
連
山
半
夜
靑
」
の
時
間
帯
は
真
夜
中
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
突
然
で
は
な
く
、
④
「
他
郷
有
酒
上
旗
亭
」
と
い
う
居
酒
屋
で
の
飲

酒
が
無
理
な
く
導
い
て
い
る
。
こ
の
対
句
は
、「
月
」
と
「
山
」
の
対
比
に
よ
る
天

地
対
、「
三
」
と
「
半
」
の
数
対
に
加
え
て
、「
白
」
と
「
青
」
の
色
彩
対
を
重
ね
る
。

技
巧
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
修
飾
過
剰
に
な
ら
な
い
の
は
、
静
寂
な
時
間
帯
や
、
寒
色

同
士
の
対
語
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
色
彩
を
熟
語
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
単
独
で

句
末
に
揃
え
て
色
を
強
調
す
る
。

対
句
の
句
頭
に
単
独
の
色
を
揃
え
る
技
法
は
「
緑
垂
風
折
筍
、
紅
綻
雨
肥
梅
」
な

ど
杜
甫
詩
が
有
名
だ
が（
36
）、
杜
甫
は
句
末
の
対
語
に
も
単
独
の
色
を
揃
え
る
こ
と
が
少

な
く
な
い（37
）。
句
末
の
色
彩
の
多
く
は
述
語
と
し
て
機
能
し
、
単
純
な
主
述
構
造
に
な

り
、
句
頭
の
措
辞
に
比
べ
る
と
意
外
性
は
無
い
。
そ
れ
で
も
句
末
に
措
か
れ
た
一
文

字
の
色
は
、
形
無
き
抽
象
性
に
抗
う
よ
う
に
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
を
発
揮
し

て
尾
を
引
き
、
や
は
り
印
象
的
で
あ
る
。
中
で
も
す
で
に
⑵
（
九
頁
及
び
注
14
）
で

引
い
た
杜
甫
の
「
暮
春
、
瀼
西
の
新
た
に
賃
り
し
草
屋
に
題
す
」
五
首
其
三
（
巻

十
八
、五
律
）
に
は
、「
白
」
と
「
青
」
の
対
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
半
の
み
引

く
。

　

①
綵
雲
陰
復
白　
　
　

綵
雲　

陰
り
て
復
た
白
し

　

②
錦
樹
曉
來
靑　
　
　

錦
樹　

曉
來
青
し（
38
）

　

③
身
世
雙
蓬
鬢　
　
　

身
世　

双
つ
な
が
ら
蓬ほ

う
び
ん鬢

　

④
乾
坤
一
草
亭　
　
　

乾
坤
の
一
草
亭

仇
兆
鰲
注
に
拠
れ
ば
、
大
暦
二
年
（
七
六
七
）、
杜
甫
五
十
六
歳
、
虁き

し
ゅ
う州

（
四
川

省
東
端
、
三
峡
の
入
口
）
に
流
れ
着
い
て
二
年
目
の
晩
春
、
白
帝
山
東
側
の
瀼
西
に

茅
葺
の
家
を
借
り
て
、
そ
の
暮
ら
し
と
感
懐
を
詠
じ
た
作
で
あ
る
。

首
聯
か
ら
対
句
で
始
ま
り
、「
雲
」
と
「
樹
」
を
措
く
天
地
対
で
あ
る
。
朝
焼
け

に
彩
ら
れ
た
五
色
の
雲
と
華
や
か
な
文
様
を
織
り
な
す
樹
々
、
多
彩
な
色
が
次
第
に

明
け
行
く
時
間
の
推
移
に
従
っ
て
変
化
し
な
が
ら
、
句
末
の
「
白
」
と
「
青
」
に
収

斂
す
る
。
こ
の
二
色
の
対
比
は
、
前
述
（
⑴
）
の
如
く
、
明
暗
を
異
に
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
天
と
地
の
存
在
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
と
も
に
寒
色
で
あ
り
、
そ
の
清
涼
感
に

よ
っ
て
調
和
が
保
た
れ
て
い
る
。「
白
」
は
、
さ
ら
に
③
「
蓬
」
に
受
け
継
が
れ
、

文
学
部
紀
要
　
第
八
十
五
号

六



「
青
」
は
④
「
草
」
に
通
じ
て
い
く
。
隠
さ
れ
た
色
彩
に
各
々
継
承
さ
れ
て
、
杜
甫
の

律
詩
の
緻
密
さ
を
明
示
す
る
。「
白
」
は
寒
色
の
原
点
で
あ
り
、
無
彩
色
ゆ
え
の
受
容

の
広
さ
、
汎
用
性
が
際
立
つ
。
そ
の
下
で
「
青
」
く
広
が
る
大
自
然
の
中
に
、
ぽ
つ

ん
と
隠
居
所
が
建
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
一
」
と
い
う
入
声
の
響
き
は
強
く
高
い
。

「
蓬
鬢
」
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
晩
年
を
迎
え
て
悲
哀
を
か
こ
ち
が
ち
な
人
生
で
あ

る
が
、
そ
の
庵
は
広
大
な
空
間
の
中
で
も
「
草
」
と
い
う
自
然
と
同
化
し
て
、
怯
む

こ
と
な
く
存
在
を
誇
示
す
る
。

142
詩
頸
聯
⑤
⑥
は
、
杜
詩
の
早
朝
の
時
間
帯
を
深
夜
に
反
転
さ
せ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
で
も
杜
詩
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
の
は
、「
青
」
と
「
白
」
の
句
末
表
現
が
同

じ
く
天
と
地
を
形
容
す
る
こ
と
や
、「
一
」
と
「
雙
」
の
数
対
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

も
理
由
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
明
ら
か
な
の
は
、
漱
石
が
④
「
乾
坤
一
草
亭
」

を
よ
ほ
ど
気
に
入
っ
た
の
か
、
二
度
に
亘
っ
て
、
そ
の
ま
ま
詩
句
に
用
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
十
代
の
文
芸
雑
誌
『
時
運
』
の
漢
詩
欄
掲
載
の
第
三
首
3
「
題
画
」（
七

律
）
の
首
聯
に
、「
何
人
か
鎮
日
（
一
日
中
）　

柴さ
い
け
い扃
（
隠
者
の
庵
の
門
）
を
掩
ふ
、

也
た
是
れ
乾
坤
の
一
草
亭
」、
も
う
一
篇
は
、
⑵
で
引
い
た
120
「
題
自
画
」（
大
正
三

年
、
七
絶
）
の
「
起
臥
す　

乾
坤
の
一
草
亭
、
眼
中
只
有
り　

四
山
の
青
」（
起
承

句
）
で
あ
る
。
彼
の
憧
れ
る
隠
遁
生
活
を
「
画
」
と
し
て
虚
構
的
に
詠
う
。
後
者
の

句
末
の
「
山
」
に
「
青
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
し
た

が
っ
て
、
142
詩
⑤
⑥
の
句
末
表
現
は
、
や
は
り
杜
詩
に
倣
う
と
い
っ
て
誤
り
は
な
い
。

そ
こ
に
は
老
年
の
感
慨
へ
の
共
感
も
あ
ろ
う
。
杜
詩
の
③
「
身
世
雙
蓬
鬢
」
は
、
前

掲
、
寒
山
詩
⑥
「
不
息
似
蜚
蓬
」
と
同
様
で
、
人
生
を
ふ
り
返
っ
て
、
何
ら
成
果
を

遂
げ
ず
、
た
だ
流
さ
れ
て
き
た
だ
け
と
い
う
苦
い
挫
折
感
の
吐
露
で
あ
り
、
ま
さ
に

142
詩
の
首
聯
①
②
「
不
作
文
章
不
論
經
、
漫
走
東
西
似
泛
萍
」、
そ
し
て
「
愁
」
に

通
じ
て
い
る
。
前
述
の
如
く
、
そ
れ
は
末
句
に
関
わ
っ
て
い
き
、「
大
字
」
で
書
か

れ
る
よ
う
な
業
績
は
何
も
な
い
と
自
嘲
す
る
。
こ
の
淀
み
な
い
流
れ
の
中
、
⑥
「
夢

裏
連
山
半
夜
靑
」
と
い
う
深
夜
の
夢
に
現
れ
る
「
青
山
」、
そ
し
て
そ
の
「
青
」
は
、

如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
。

改
め
て
142
詩
の
構
成
を
俯
瞰
す
る
と
、
き
わ
め
て
整
然
と
し
て
い
る
。
頸
聯
冒
頭

⑤
の
「
愁
中
」
と
い
う
感
情
表
現
が
“
今
”
を
表
す
時
間
軸
と
な
り
、
そ
れ
よ
り
前

の
首
聯
頷
聯
が
過
去
、
尾
聯
は
未
来
を
詠
む
。「
愁
」
の
具
体
的
内
実
が
何
か
は
不
明

だ
が
、
白
い
「
月
」
は
「
愁
」
に
ふ
さ
わ
し
く
「
片
月
」
す
な
わ
ち
弓
張
月
で
、
さ

や
か
に
輝
く
満
月
で
は
な
く
光
度
が
半
減
し
て
い
る
。「
愁
」
は
「
三
更
」
と
時
間
を

同
じ
く
す
る
真
夜
中
の
「
夢
」
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
決
し
て
幸
福
な
夢
物
語
で
は

な
い
。
お
ぼ
ろ
な
光
の
中
に
浮
か
ぶ
「
連
山
」
の
「
青
」
は
、
喩
え
よ
う
も
な
く
暗

い
。
⑴
「
自
然
美
の
対
象
」
で
記
し
た
よ
う
に
、「
白
」
と
「
青
」
は
、
同
じ
寒
色

で
あ
り
な
が
ら
明
度
を
異
に
し
、
最
も
明
る
い
「
白
」
に
対
置
す
れ
ば
「
青
」
は
一

層
暗
い
。
こ
の
青
い
夢
を
紡
ぐ
詩
人
は
、「
愁
」
を
抱
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

「
青
」
は
、
漱
石
が
漢
詩
の
中
で
初
期
か
ら
明
暗
期
ま
で
一
貫
し
て
吐
露
す
る
「
愁
」、

ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
と
い
う
べ
き
彼
の
本
質
に
根
ざ
す
「
愁
」
を
表
現
す
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
暗
さ
が
ヴ
ン
ト
の
い
う
「
沈
静
」
を
表
す
な
ら
ば
、
完
璧

な
そ
れ
は
死
の
世
界
に
な
ろ
う
。
深
夜
の
夢
の
中
に
浮
ぶ
「
青
い
連
山
」
は
、
も
は

や
形
態
を
失
っ
て
「
青
」
の
闇
と
化
し
て
い
く
。
そ
の
広
が
り
が
未
来
へ
と
導
き
、

死
へ
と
い
ざ
な
う
。
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
は
尾
聯
冒
頭
の
「
到
処
」
と
い
う
二
字
で
あ

る
。
初
案
は
「
死
後
」（
一
海
注
）
と
い
う
。
前
掲
、
蘇
軾
の
獄
中
、
刑
死
を
覚
悟
し

た
作
の
「
是
處
（
到
處
）
青
山
可
埋
骨
」、
ひ
い
て
は
「
人
間　

到
る
処
青
山
あ
り
」

を
踏
ま
え
る
こ
と
に
つ
い
て
贅
言
は
要
し
ま
い
。
こ
の
二
字
は
死
を
暗
示
す
る
の
で

夏
目
漱
石
　
初
期
の
漢
詩
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あ
る
。
漱
石
の
「
青
」
は
、
時
間
を
超
越
す
る
永
遠
性
（
⑵
）
ゆ
え
に
“
今
”
か
ら

未
来
へ
と
導
く
と
と
も
に
、
生
か
ら
死
へ
の
変
転
を
も
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
た

だ
尾
聯
の
未
来
は
、
夢
物
語
と
は
真
逆
で
、「
墓
石
を
買
う
」
と
い
う
極
め
て
現
実
的

な
着
地
で
あ
る
。
漱
石
ら
し
い
苦
い
諧
謔
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
旧
稿
で
論
じ
た
よ

う
に
、
漱
石
詩
の
「
夢
」
の
特
質
は
現
実
と
極
め
て
近
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す（
39
）。「
浅

き
夢
」「
名
残
の
夢
」、
夢
と
現
の
あ
い
だ
に
ま
ど
ろ
む
儚
き
夢
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

漱
石
は
「
青
い
夢
」
の
中
で
揺
蕩
い
な
が
ら
、
次
第
に
現
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
尾
聯
の
未
来
の
現
実
が
首
聯
の
過
去
の
現
実
に
も
繋
が
り
、
律
詩
の
完

結
性
を
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。

「
青
山
」
が
死
を
意
味
す
る
淵
源
を
調
べ
る
と
、
蘇
軾
以
前
に
三
国
魏
・
阮
籍
「
詠

懐
八
十
二
首
」
其
十
三
（
五
古
五
韻
）
に
す
で
に
墓
地
の
意
と
し
て
出
現
し
て
い
る
。

　

①
登
高
臨
四
野　
　
　

高
き
に
登
り
て
四
野
に
臨
み

　

②
北
望
靑
山
阿　
　
　

北
の
か
た
青
山
の
阿く

ま

（
大
陵
）
を
望
む

　

③
松
柏
翳
岡
岑　
　
　

松
柏　

岡こ
う
し
ん岑

を
翳お

お

ひ

　

④
飛
鳥
鳴
相
過　
　
　

飛
鳥　

鳴
き
て
相
過
ぐ

　

⑤
感
慨
懷
辛
酸　
　
　

感
慨　

辛
酸
を
懐
き

　

⑥
怨
毒
常
苦
多　
　
　

怨
毒　

常
に
苦は

な
は

だ
多
し

　

⑦
李
公
悲
東
門　
　
　

李
公
は
東
門
を
悲
し
み

　

⑧
蘇
子
狹
三
河　
　
　

蘇
子
は
三
河
（
洛
陽
付
近
の
黄
河
流
域
）
を
狭
し
と
す

　

⑨
求
仁
自
得
仁　
　
　

仁
を
求
め
て
自
ら
仁
を
得
れ
ば

　

⑩
豈
復
歎
咨
嗟　
　
　

豈
に
復
た
歎
き
て
咨し

さ嗟
せ
ん
や

阮
籍
は
、
周
知
の
如
く
、「
清
談
」（
老
荘
思
想
な
ど
を
中
心
と
す
る
形
而
上
的
談

論
）
で
有
名
な
「
竹
林
の
七
賢
」
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
「
詠
懐
」
詩
も
、
具
体
性

に
乏
し
い
抽
象
的
思
念
や
苦
衷
に
満
ち
た
心
情
が
詠
わ
れ
る
。
当
該
詩
は
、『
文
選
』

巻
二
十
三
に
も
採
録
さ
れ
て
お
り
（
十
七
首
中
第
六
首
）、
漱
石
に
と
っ
て
は
既
知
の

作
で
あ
る
。
熊
本
時
代
の
71
「
古
別
離
」、
72
「
失
題
」
二
篇
は
、
子
規
宛
て
書
簡

169
中
に
記
載
さ
れ
、『
文
選
』
の
模
倣
作
と
い
う
。
殊
に
72
詩
は
、
書
簡
中
、「
咏
懐
」

と
題
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
該
作
を
目
に
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い（40
）。

詩
人
は
四
方
に
広
く
開
け
た
小
高
い
と
こ
ろ
に
登
り
、
眺
望
を
楽
し
む
。
そ
れ
は

し
ば
し
の
解
放
感
を
与
え
た
だ
ろ
う
。
北
方
の
彼
方
に
「
青
山
」
が
聳
え
て
い
る
の

が
眼
に
入
る
。「
松
柏
」
に
覆
い
つ
く
さ
れ
、
塒ね

ぐ
ら

に
し
て
い
る
鳥
た
ち
が
騒
が
し
く

鳴
き
な
が
ら
飛
び
去
っ
て
行
く
。
す
る
と
詩
人
は
「
辛
酸
」
を
抱
え
「
怨
毒
」
に
苦

し
む
心
情
を
吐
露
し
、
さ
ら
に
歴
史
上
の
人
物
二
人
を
登
場
さ
せ
る
。

斯
く
の
如
く
、
何
気
な
い
「
青
山
」
の
景
観
描
写
か
ら
一
転
二
転
と
目
ま
ぐ
る
し

く
展
開
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、『
文
選
』
の
李
善
注
を
参
照
す
る
と
、
各
句
各
聯

が
間
断
な
く
繋
が
る
。
李
善
は
、
②
「
北
」
に
つ
い
て
「
郭
北
の
北
首
に
葬
る
」、
ま

た
③
「
松
拍
」
も
、「
古
の
葬
は
、
松
柏
梧
桐
を
植
ゑ
て
以
て
そ
の
墳
を
識
る
」
と

注
す
。
す
な
わ
ち
「
青
山
」
が
墓
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。「
松
栢
」
が
古
来
、
墓

地
に
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
「
古
詩
十
九
首
」
其
十
四
「
古
墓　

犂
か
れ
て
田
と

為
り
、
松
柏　

摧
か
れ
て
薪
と
為
る
」（『
文
選
』
巻
二
九
）
を
想
起
す
る
ま
で
も
な

い
。
憂
苦
を
抱
え
る
阮
籍
は
、
慰
藉
を
求
め
て
自
然
に
赴
い
た
が
、
眺
望
の
中
に

「
青
山
」
を
認
め
る
。
丘
山
を
暗
鬱
に
蔽
う
「
松
柏
」
の
下
に
は
多
く
の
死
者
が
眠
っ

て
い
る
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
て
感
慨
に
耽
っ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
苦
悩
と
想
い
合

わ
せ
て
、
死
者
の
中
か
ら
二
人
の
名
を
挙
げ
る
。
秦
の
宰
相
李
斯
（
？
～
前
二
〇
八
）

と
戦
国
の
縦
横
家
で
「
六
国
の
相
」
と
な
っ
た
蘇
秦
（
？
～
前
三
一
七
）
で
あ
る
。

共
に
位
人
臣
を
極
め
な
が
ら
、
最
後
は
、
処
刑
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
る
。
殊
に
李
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斯
の
第
七
句
が
印
象
的
で
、
彼
が
最
後
に
息
子
に
向
か
っ
て
嘆
い
た
言
葉
に
因
む

（『
史
記
』
巻
八
十
七
、「
李
斯
列
傳
」）。
昔
、
故
郷
の
上
蔡
（
河
南
省
）
の
「
東
門
」

か
ら
お
前
と
一
緒
に
狩
り
に
出
か
け
た
が
、
あ
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
は
も
う
二
度

と
で
き
な
い
の
だ
な
と
。「
東
門
」
が
「
故
郷
」
を
象
徴
し
て
、
も
は
や
そ
こ
に
戻

れ
な
い
悲
哀
を
表
白
す
る
。
阮
籍
の
苦
悩
は
、
当
時
の
曹
氏
と
司
馬
氏
が
せ
め
ぎ
合

う
不
安
定
な
政
治
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
容
易
に
推
察
し
得
る
。「
白
眼
」
の
故
事

な
ど
苦
渋
に
満
ち
た
多
く
の
逸
話
が
伝
わ
る
（『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
な
ど
）。
人
間

と
し
て
の
誇
り
を
失
う
こ
と
な
く
生
を
全
う
す
る
に
は
如
何
に
す
べ
き
か
、
人
生
と

は
、
栄
枯
盛
衰
と
は
、
畢
竟
、
生
と
死
と
は
何
ぞ
や
と
、
二
人
の
先
人
の
人
生
を
通

し
て
、
阮
籍
の
葛
藤
が
浮
か
び
上
が
る
。
先
の
蘇
軾
詩
と
は
直
接
関
連
し
な
い
ま
で

も
、
刑
死
を
覚
悟
し
た
二
人
に
、「
青
山
」
す
な
わ
ち
「
故
郷
」
に
埋
葬
さ
れ
な
い

悲
哀
が
内
奥
に
あ
る
こ
と
は
、
共
通
す
る
と
い
え
よ
う
。
漱
石
詩
の
「
青
山
」
が

「
死
」
と
結
び
つ
き
、「
故
郷
」
と
分
か
ち
難
く
詠
ま
れ
る
淵
源
と
い
え
よ
う
。

古
来
、「
山
」
は
多
義
性
を
有
す
る
が
、
そ
の
一
つ
に
墓
所
を
も
意
味
す
る
。
洛
陽

の
北
邙
山
、
日
本
で
い
え
ば
鳥
辺
山
が
有
名
な
よ
う
に
、
現
実
的
な
埋
葬
の
場
と
し

て
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
詩
史
上
、
阮
籍
が
初
め
て
そ
れ
に
「
青
」
を
冠
し
て
、

爾
来
「
青
山
」
が
墓
地
の
表
象
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
阮
籍
は
当

該
作
に
詠
う
よ
う
に
、「
松
栢
」
の
色
、
山
峰
を
蔽
わ
ん
ば
か
り
に
鬱
然
と
繁
茂
す
る

そ
の
色
を
意
識
し
た
蓋
然
性
も
考
え
ら
れ
る
。「
松
栢
」
は
、
と
も
に
常
緑
樹
故
に
不

変
の
志
操
や
長
寿
の
比
喩
に
用
い
ら
れ
る
が
、
派
生
的
に
永
遠
性
、
神
秘
性
か
ら
墓

前
や
宗
廟
に
も
植
え
ら
れ
る
。『
漢
書
』「
東
方
朔
」
伝
（
巻
六
十
五
）
に
は
「
栢
は
、

鬼
の
廷
」
と
あ
り
、
唐
・
顔
師
古
注
は
「
鬼
神
は
幽
闇
を
尚
ぶ
。
故
に
松
柏
の
樹
を

以
て
廷
府
と
為
す
」
と
い
う
。
志
怪
小
説
な
ど
に
見
え
る
古
代
の
冥
界
観
で
は
、
現

世
と
同
様
の
官
僚
機
構
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
役
所
で
、
生

前
の
功
罪
を
判
定
す
る
が
、「
幽
闇
」
を
善
し
と
す
る
の
で
、
松
柏
を
植
え
て
光
を

遮
っ
た
と
い
う
。
さ
す
れ
ば
、「
青
」
は
、
そ
の
「
幽
闇
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
か
。
ゲ
ー
テ
『
色
彩
論
』「
教
示
篇
」
序
論
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
色
彩
発

生
の
条
件
と
し
て
、「
光
と
闇
、
明
と
暗
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
な
公
式
を
用
い

れ
ば
、
光
と
光
な
ら
ざ
る
も
の
が
要
求
さ
れ
る
。
光
の
最
も
近
く
に
は
黄
と
呼
ば
れ

る
色
彩
が
生
じ
、
闇
に
最
も
近
い
他
の
色
彩
は
青
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
」
と（
41
）。

「
黄
」
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
述
す
る
が
、「
青
」
の
特
性
の
一
つ
は
、「
闇
に
最
も
近

い
」
こ
と
と
い
う
。
さ
す
れ
ば
、「
青
」
は
、
死
の
メ
タ
フ
ァ
と
し
て
冥
界
の
色
に

ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漱
石
は
自
ら
が
一
貫
し
て
抱
え
る
「
愁
」
と

い
う
「
青
」
の
中
で
、
大
患
期
と
没
年
、
い
ず
れ
も
現
実
に
死
と
向
き
合
う
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
怜
悧
に
そ
れ
を
客
観
視
し
、
典
故
を
援
用
し
て

「
青
山
」
を
描
出
し
た
。
そ
の
「
青
」
は
、「
沈
静
」
の
美
を
備
え
な
が
ら
、
暗
さ
を

深
め
て
す
べ
て
を
無
に
帰
す
る
世
界
へ
と
導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
三
つ
の
観
点
か
ら
「
青
山
」
と
そ
の
「
青
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
最

後
に
「
碧
山
」
と
の
比
較
を
行
う
。「
山
」
の
熟
語
と
し
て
、
色
彩
と
い
う
点
で
は
、

最
多
の
「
青
」
以
外
に
は
唯
一
「
碧
山
」
三
例
（
80
・
141
・
208
）
が
認
め
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
「
碧
山
」
も
「
青
山
」
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
意
味
は
同
様
で
も
、「
碧
」
と
「
青
」
の
二
語
は
平
仄
を
異
に
す
る
。

「
碧
」
は
入
声
（
十
一
陌
）、「
青
」
は
下
平
声
（
九
青
）
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
近
体

詩
（
絶
句
・
律
詩
・
排
律
）
に
お
け
る
声
律
上
の
規
則
「
二
四
不
同
、
二
六
対
」
に

よ
っ
て
、
一
句
内
の
二
・
四
・
六
字
目
の
い
ず
れ
か
に
位
置
す
る
場
合
、
禁
忌
の
制
約

夏
目
漱
石
　
初
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を
受
け
る
。
位
置
的
に
「
青
」
を
用
い
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、「
碧
」
を
用
い
た
り
、

ま
た
そ
の
逆
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
伊
豆
大
患
期
の
80
詩
（
五
絶
、
明
治
四
十
三

年
九
月
二
十
五
日
）
を
再
掲
し
て
検
討
す
る
。

　

風
流
人
未
死　
　
　

風
流　

人
未
だ
死
せ
ず

　

病
裡
領
清
閑　
　
　

病
裡　

清
閑
を
領
す

　

日
日
山
中
事　
　
　

日
日　

山
中
の
事

　

朝
朝
見
碧
山　
　
　

朝
朝　

碧
山
を
見
る

結
句
二
字
目
の
「
朝
」
は
平
声
（
下
平
声
二
蕭
）
で
あ
る
か
ら
、
四
字
目
に
は
同

じ
平
声
の
「
青
」
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
韻
律
の
規
則
上
、「
青
山
」
を
用
い

得
な
い
の
で
、「
碧
山
」
を
代
替
さ
せ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
80
詩
の
「
碧
山
」

は
、
果
た
し
て
、
単
な
る
代
替
か
否
か
。
そ
れ
を
も
勘
案
し
な
が
ら
「
青
山
」
と

「
碧
山
」
の
相
違
、
ひ
い
て
は
「
青
」
と
「
碧
」、
各
々
の
特
質
解
明
を
試
み
る
。

80
詩
の
起
承
句
は
、
先
述
の
「
三
十
分
の
死
」
か
ら
の
奇
跡
的
蘇
生
を
詠
い
、
病

気
の
お
陰
で
奇
し
く
も
「
山
中
」
に
お
り
、
毎
朝
、
仰
臥
し
た
ま
ま
「
碧
山
」
を
眺

め
る
と
詠
う
。
そ
こ
に
は
「
死
」
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

詩
史
上
、「
碧
山
」
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
六
朝
時
代
に
は
一
首
の
み
で（
42
）、
唐
代

か
ら
増
え
る
。
中
で
も
唐
代
全
七
十
八
例
で
は
李
白
詩
の
二
十
例
（『
全
唐
詩
索
引
』

李
白
巻
、
現
代
出
版
社
、
一
九
九
五
・
八
）
が
圧
巻
の
最
多
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く

の
は
、
孟
郊
・
楊
巨
源
・
許
渾
詩
、
各
三
首
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
碧
山
」

は
、
質
量
と
も
に
李
白
詩
の
存
在
が
際
立
つ（
43
）。

容
易
に
想
起
す
る
の
は
、
人
口
に
膾

炙
す
る
「
山
中
問
答
」（
巻
十
六
、七
絶（
44
））

で
あ
ろ
う
。「
余
に
問
ふ　

何
の
意
あ
り

て
か
碧
山
に
住
む
と
、
笑
っ
て
答
へ
ず　

心
自
づ
か
ら
閑
な
り
」（
起
承
句
）
と
冒
頭

か
ら
「
碧
山
」
が
詠
ま
れ
る
。
80
詩
の
「
山
中
事
」
も
李
詩
の
詩
題
と
関
わ
り
、「
清

閑
」
も
李
詩
の
「
閑
」
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
李
白
が
多
用
す
る
「
碧
山
」

と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

李
詩
の
転
結
句
は
「
桃
花
流
水　

窅よ
う
ぜ
ん然

と
し
て
（
は
る
か
な
さ
ま
）
去
り
、
別
に

天
地
の
人じ

ん
か
ん間

に
非
ざ
る
有
り
」
と
続
く
。
こ
の
山
に
咲
く
「
桃
花
」
は
理
想
郷
の

表
徴
以
外
に
も
、
古
代
神
話
の
大
地
母
神
で
あ
る
西
王
母
に
因
み
、
そ
れ
を
食
せ
ば

「
不
老
不
死
」
が
叶
う
と
い
う
「
仙
桃
」
を
意
識
さ
せ
る
。
花
び
ら
は
水
に
揺
蕩
い
、

茫
漠
た
る
夢
幻
世
界
へ
「
窅
然
」
と
し
て
流
れ
て
行
く
。
そ
こ
は
「
非
人
間
」
と
人

の
住
む
現
世
を
強
く
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
「
碧
山
」
は
、「
青
山
」
よ
り
も
一
層
、

現
実
の
人
間
界
か
ら
離
れ
て
い
る
。

「
山
中
問
答
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
評
語
が
見
え
る
が
、
李
白
が
自
他
と
も
に
「
詩

仙
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
す
る
指
摘
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
宋
・
許
顗

『
彦
周
詩
話
』
は
、「
山
中
問
答
」
全
句
を
挙
げ
て
「
賀
知
章
は
李
白
を
呼
び
て
謫
仙

人
と
為
す
。
僕
竊
か
に
之
を
信
ず
」
と
述
べ
る
。
明
・
陸
時
雍
『
唐
詩
鏡
』
巻
二
十

も
「
此
れ
は
是
れ
謫
仙
の
語
な
り
」。
い
ず
れ
も
当
時
の
文
壇
の
中
心
人
物
で
あ
る

賀
知
章
（
六
五
九
～
七
四
四
）
が
李
白
詩
を
読
ん
で
彼
を
「
謫
仙
人
」（
人
間
で
は

な
く
、
天
界
か
ら
流
謫
さ
れ
た
仙
人
）
と
称
し
た
故
事
と
関
わ
る（
45
）。
松
浦
友
久
『
李

白
伝
記
論
―
客
寓
の
詩
想
』
は
、
李
白
は
、
異
民
族
出
身
の
た
め
に
科
挙
も
受
験
で

き
な
い
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
、「
謫
仙
人
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
で
払
拭
止
揚

で
き
、
爾
後
、
逆
に
詩
想
や
創
意
も
「
仙
人
」
の
視
点
か
ら
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
と

説
く（
46
）。

す
な
わ
ち
「
碧
山
」
は
隠
棲
の
地
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
次

元
の
異
な
る
仙
山
と
い
う
べ
き
ト
ポ
ス
な
の
で
あ
る
。

漱
石
詩
の
80
詩
が
「
山
中
問
答
」
を
踏
ま
え
て
い
る
の
が
誤
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

そ
の
「
碧
山
」
も
、
単
に
韻
律
上
の
禁
忌
を
避
け
る
た
め
の
「
青
山
」
の
代
替
語
で
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は
な
く
、
仙
趣
の
ト
ポ
ス
の
意
を
籠
め
た
と
解
せ
る
だ
ろ
う
。
漱
石
は
死
の
淵
か
ら

奇
跡
的
に
蘇
り
、
朝
を
迎
え
る
た
び
に
「
碧
山
」
を
眺
め
る
。
た
だ
の
「
山
」
で
は

な
く
、「
碧
山
」
と
称
す
る
の
は
、
そ
こ
に
不
老
不
死
と
い
う
寓
意
を
託
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
未
死
」
と
い
う
生
き
て
い
る
実
感
を
新
た
に
し
、
仙

界
と
も
思
し
き
別
天
地
に
遊
ぶ
幸
福
感
を
得
て
い
た
、
あ
る
い
は
得
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
碧
山
」
の
有
す
る
こ
の
寓
意
は
、
141
詩
（
没
年
八
月
二
十
一
日
、
七
絶
）
に
も
認

め
ら
れ
る
。「
仙
を
尋
ぬ
る
も　

未
だ
碧
山
に
向
か
っ
て
行
か
ず
、
住
み
て
人
間
に

在
り
て　

道
情
足
る
」（
起
承
句
）。
諸
注
の
説
く
よ
う
に
、
発
想
と
し
て
は
、
陶
詩

の
「
廬
を
結
び
て
人
境
に
在
り
、
而
も
車
馬
の
喧
し
き
無
し
」（「
飲
酒
」
二
十
首
第

五
首
、
第
一
聯
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
だ
が
「
尋
仙
」
は
唐
代
で
は
唯
一
、
李
白
詩

が
「
仙
を
尋
ね
て
西
岳
に
下
る
」
や
「
五
岳
に
仙
を
尋
ね
て
遠
き
を
辞
せ
ず
」「
仙
を

尋
ね
て
南
岳
に
向
か
ふ
」
な
ど
と
「
山
に
向
か
う
」
姿
を
詠
ん
で
い
る（
47
）。
し
た
が
っ

て
141
詩
は
李
詩
に
基
づ
く
と
解
し
て
、
別
天
地
「
非
人
間
」
を
想
起
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
漱
石
は
、
そ
れ
を
見
事
に
逆
転
す
る
。
俗
世
に
在
っ
て
も
十
分
、
自
由
な
悟

道
の
心
境
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
わ
ざ
わ
ざ
神
仙
を
求
め
て
「
碧
山
」
に
向
か

う
ま
で
も
な
い
と
意
表
を
突
く
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
碧
山
」
は
、
神
仙
の
ト
ポ
ス
で

あ
る
こ
と
を
逆
説
的
に
明
言
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
漱
石
詩
の
「
碧
山
」

に
は
、「
青
山
」
の
有
す
る
超
俗
性
よ
り
も
、
一
層
、
宗
教
的
神
秘
性
を
認
め
得
る

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、「
碧
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
碧
」
は
「
あ
お
み
ど
り
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
青
」
に
近
い
と
と
も
に

「
緑
」
と
も
同
じ
系
列
に
入
る
。
漱
石
詩
に
お
け
る
「
碧
」
の
頻
度
二
十
五
例
は
「
緑
」

（
十
五
例
）
よ
り
も
遥
か
に
多
い
。
詩
史
上
、
漱
石
と
関
連
の
深
い
中
国
の
詩
人
た

ち
の
二
色
の
頻
度
を
調
査
す
る
と
、「
碧
」
の
少
な
さ
が
明
ら
か
で
あ
る
。
陶
淵
明

詩
に
「
緑
」
は
一
首
の
み
で
、「
碧
」
は
な
い
。
王
維
の
色
彩
頻
度
は
、
多
い
順
に

「
白
」「
青
」「
黄
」
ま
で
漱
石
と
同
じ
だ
が
、
次
の
四
位
に
「
緑
」（
二
十
五
例
）
が

入
り
、「
碧
」
は
八
位
（
十
二
例
）
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
旧
稿
で
漱
石
の
中
唐
・
李

賀
詩
へ
の
関
心
を
指
摘
し
、
李
賀
詩
の
碧
血
故
事（
48
）に
言
及
し
た
が
、
李
賀
詩
で
も
、

「
緑
」
四
十
一
例
に
対
し
て
、「
碧
」
は
二
十
六
例
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
李
白
詩
も
、

「
緑
」
一
四
一
例
に
対
し
て
「
碧
」
は
一
〇
五
例
。
王
維
と
並
ぶ
唐
代
自
然
詩
人
孟
・

韋
・
柳
の
三
者
を
調
べ
て
も
、
す
べ
て
「
緑
」
の
方
が
多
い（
49
）。
時
代
は
下
る
が
、
漱

石
が
好
む
明
・
高
啓
詩
も
「
緑
」
六
十
二
例
に
対
し
て
、「
碧
」
二
十
八
例
で
あ
る
。

さ
ら
に
多
く
の
詩
人
を
調
査
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
程
度
に
止
め

て
も
、
総
じ
て
「
緑
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
現
代
の
色
彩
学
で
三
原
色
の

一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
も
一
般
に
「
緑
」
で
あ
り
、
色
相
環
な
ど
も
基
本
色
と

し
て
は
「
緑
」
を
用
い
る
。
手
元
の
色
彩
学
文
献
に
も
、「
碧
」
に
関
す
る
ま
と
ま
っ

た
記
述
は
見
え
な
い（
50
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
碧
」
は
必
ず
し
も
一
般
的
色
彩
で
は

な
く
、
漱
石
独
自
の
好
尚
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼
は
な
ぜ
「
碧
」

を
好
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
碧
」
と
「
青
」
お
よ
び
「
緑
」
と
の
相
違
を
確
認
す
る
。「
碧
」
は
近
現

代
の
色
彩
論
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
古
書
を
繙
け
ば
、『
説
文
解
字
』
一
篇
上
で

は
玉
部
に
属
し
、「
石
の
青
美
な
る
も
の
、
玉
石
に
从し

た
が

ひ
白
の
声
」
と
記
さ
れ
、
段

玉
裁
注
は
、『
山
海
經
』
注
の
「
碧
も
亦
た
玉
類
な
り
」
や
『
淮
南
子
』
注
の
「
碧

は
青
石
な
り
」
を
引
く
。
ま
た
「
玉
に
似
る
の
石
な
り
。
碧
の
色
は
青
白
」
と
い
う
。

結
局
、
石
な
の
か
玉
な
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
青
」
と
異
な
り
、
玉
石
と
い

う
固
体
（
鉱
物
）
を
も
意
味
す
る
こ
と
、
ま
た
「
青
」
よ
り
も
美
し
い
と
解
さ
れ
て

夏
目
漱
石
　
初
期
の
漢
詩
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い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
次
い
で
漱
石
の
蔵
書
目
録
2364
に
も
あ
る
荻
生
徂
徠
の
『
譯

文
筌
蹄（51
）』
を
参
照
す
れ
ば
、「
あ
を
し
」（
あ
之
部
）
に
は
、「
青
」
と
と
も
に
「
碧
」

と
「
緑
」
が
並
立
さ
れ
て
い
る
。「
青
」
に
つ
い
て
は
、「
イ
カ
ナ
ル
色
ト
モ
ト
ク
ト

定
メ
ガ
タ
シ
モ
エ
ギ
ノ
黄
ナ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ク
紺
ノ
ア
カ
キ
光
ナ
キ
ニ
テ
思
合
ス
ベ
キ

ナ
リ
」
と
述
べ
て
、
曰
く
言
い
難
き
旨
を
明
か
す
。「
緑
」
は
「
青
黄
ノ
合
色
モ
エ
ギ

ナ
リ
」
と
ゲ
ー
テ
と
同
じ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
驚
く
（『
色
彩
論
』
教
示
篇
801
条
）。

「
碧
」
に
つ
い
て
は
「
青
ト
白
ト
合
ス
ル
色
ト
云
ヘ
リ
サ
レ
ド
モ
ア
サ
ギ
ノ
コ
ト
ニ
ハ

非
ズ
（
中
略
）
青
色
ノ
内
ニ
瑩
潔
ノ
色
ア
ル
ヲ
青
ト
白
ト
合
ス
ル
ト
云
フ
ナ
ル
ベ
シ

淺
青
色
ニ
非
ズ
」（
四
十
九
～
五
十
一
頁
）
と
述
べ
る
。『
説
文
解
字
』
を
手
掛
か
り

に
し
な
が
ら
、
具
体
的
で
よ
り
詳
し
い
。「
緑
」
が
青
と
黄
の
中
間
色
で
あ
る
萌
黄

色
、
す
な
わ
ち
や
や
黄
色
が
か
っ
た
緑
色
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
碧
」
は

浅
黄
色
や
浅
青
色
で
は
な
く
、
青
色
で
あ
り
な
が
ら
「
白
」
の
持
つ
清
ら
か
な
輝
き

（「
瑩
潔
」）
を
有
す
る
色
と
説
く
。『
説
文
』
の
「
青
美
」
の
「
美
」
は
「
白
」
の
効

能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
碧
」
と
「
青
」
の
相
違
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。

「
碧
」
は
「
青
」
よ
り
も
漱
石
の
審
美
的
感
覚
に
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は

「
徂
徠
一
派
の
文
章
が
好
き
だ
。
簡
潔
で
句
が
締
ま
っ
て
ゐ
る
」（「
余
が
文
章
に
裨
益

せ
し
書
籍
」（
全
集
巻
二
十
五
）
と
述
べ
た
り
、「
子
供
の
時
」
湯
島
聖
堂
に
通
っ
て
、

「
徂
徠
の
『
蘐
園
十
筆
』
を
む
や
み
に
写
し
取
っ
た
」（『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
六
）
と

記
す
の
で
、『
譯
文
筌
蹄
』
は
参
照
に
値
し
よ
う
。

漱
石
詩
の
「
碧
」
の
熟
語
を
調
べ
る
と
、「
碧
水
」（
四
例
）
が
最
多
で
、「
碧
山
」

（
三
例
）、「
碧
落
」（
二
例
）
と
続
く
。「
木
屑
録
」
に
お
い
て
も
、
前
掲
、
其
六
23

（
七
絶
）
に
「
碧
水
」
が
認
め
ら
れ
る
。
再
掲
す
る
。

　

脫
却
塵
懷
百
事
閑　
　
　

塵
懐
を
脱
却
し
て　

百
事
閑
な
り

　

儘
遊
碧
水
白
雲
間　
　
　

遊
ぶ
に
儘ま

か

す　

碧
水
白
雲
の
間

　

仙
鄕
自
古
無
文
字　
　
　

仙
郷　

古
へ
よ
り
文
字
無
く

　

不
見
青
編
只
見
山　
　
　

青
編
を
見
ず
し
て　

只
だ
山
を
見
る

起
承
句
は
、
房
総
の
旅
を
世
俗
の
日
常
か
ら
の
離
脱
と
看
做
し
、
足
に
任
せ
て
楽

し
む
様
子
を
詠
む
が
、
初
期
作
の
特
徴
に
違
わ
ず
、
そ
の
空
間
を
「
碧
水
白
雲
の
間
」

と
壮
大
に
表
す
。「
天
」
は
用
い
て
い
な
い
が
、「
白
雲
」
が
そ
の
表
象
で
、
天
と
地

の
一
体
化
し
た
無
限
空
間
を
、
思
う
が
儘
自
由
に
遊
行
す
る
。「
脫
却
」
の
語
感
が
、

現
実
の
諸
々
の
制
約
や
束
縛
、
そ
し
て
「
暗
愁
」（「
木
屑
録
」
其
四
21
の
ほ
か
46
・

73
・
155
）
か
ら
の
解
放
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
遊
行
は
盛
唐
・
王
之
渙
の
名
句
「
黄

河
遠
く
上
る
白
雲
の
間
」（「
涼
州
詞
」）
の
「
黄
河
」
の
よ
う
に
、「
碧
水
」
が
ど
こ

ま
で
も
「
遠
く
上
り
」
い
つ
し
か
「
白
雲
」
の
彼
方
に
ま
で
伸
び
て
、
天
空
へ
と
い

ざ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
転
句
で
「
仙
鄕
」
と
い
う
別
次
元
の
空
間
へ
と
繋
が
る
の

で
あ
る
。「
仙
鄕
」
は
、
元
来
、
神
仙
と
関
わ
る
道
教
的
語
彙
だ
が
、
禅
の
「
不
立

文
字
」
を
も
想
起
さ
せ
、「
文
字
」
を
編
ん
だ
「
青
編
」（
書
籍
）
か
ら
離
れ
て
ひ
た

す
ら
「
山
を
見
る
」、
す
な
わ
ち
自
然
に
没
入
し
よ
う
と
す
る
。
陶
淵
明
の
名
句
「
悠

然
と
し
て
南
山
を
見
る
」
を
踏
ま
え
た
「
見
」
の
肯
定
と
否
定
を
列
挙
す
る
句
中
対

に
よ
っ
て
、
人
事
と
自
然
の
二
項
対
立
を
提
示
し
、
こ
こ
で
も
色
彩
を
用
い
て
超
俗

世
界
へ
の
憧
憬
を
詠
う
。

「
碧
水
」
の
「
水
」
は
、
前
述
の
如
く
、
漱
石
詩
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。「
野
水
」

「
春
水
」「
水
光
」
な
ど
詩
語
と
し
て
も
多
用
さ
れ
（
四
十
七
例
）、「
雨
」「
露
」「
河

川
」
な
ど
水
性
の
景
物
や
気
象
を
含
め
れ
ば
、
枚
挙
に
暇
な
い
。
た
だ
色
彩
が
形
容

す
る
水
は
、「
緑
水
」（
一
例
）
と
「
碧
水
」
の
み
で
あ
る
。
92
詩
「
緑
水　

今
に
至

る
も
迢ち

ょ
う
て
い逓

と
し
て
（
遥
か
彼
方
に
）
去
り
、
月
明　

来
た
り
て
照
ら
す　

鬢　

絲
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の
如
き
を
」（
七
絶
、
明
治
四
十
三
年
十
月
二
十
四
日
、
転
結
句
）
の
「
緑
水
」
は
、

老
年
へ
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
表
象
と
し
て
機
能
す
る
。〈
水
〉
は
自
然
の
景
物
で

あ
り
な
が
ら
、
融
通
無
碍
な
流
動
性
や
朦
朧
性
に
よ
っ
て
、
時
間
や
空
間
の
比
喩
と

し
て
多
様
な
寓
意
、
象
徴
な
ど
を
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
碧
水
」
は
、
暗
に
含

む
と
こ
ろ
が
あ
る
ま
い
か
。「
青
」
は
前
述
の
如
く
、「
山
」
を
形
容
す
る
が
、「
青

水
」
は
な
い
。
一
方
、「
碧
」
は
、
山
を
も
形
容
し
「
碧
水
碧
山
」
と
並
列
し
て
自

然
全
体
を
表
す
。
漱
石
詩
最
後
の
作
、
208
「
碧
水
碧
山　

何
ぞ
我
有
ら
ん
、
蓋
天
蓋

地　

是
れ
無
心
」（
七
律
頷
聯
）
に
見
え
る
。「
蓋
天
蓋
地
」
は
、
一
海
註
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
漱
石
が
傾
倒
す
る
『
碧
巌
録
』
第
三
則
「
馬
大
師
不
安
」
の
冒
頭
「
垂

示
」
に
あ
る
言
葉
で
あ
り
、
禅
的
要
素
が
色
濃
い
。
第
三
則
の
「
垂
示
」
に
は
、「
一

機
一
境
（
一
つ
一
つ
の
働
き
や
動
作
）、
一
言
一
句
」
に
悟
り
の
入
り
口
が
あ
る
と
考

え
た
ら
美
し
い
肌
に
傷
を
つ
け
て
あ
ば
た
に
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、「
大だ

い
ゆ
う用

（
仏

法
の
大
い
な
る
働
き
）
現
前
し
て
、
軌
則
を
存
せ
ず
、
且し

ば
ら

く
向
上
（
至
高
）
の
事

有
る
を
知
ら
ん
と
図
れ
ば
、
蓋
天
蓋
地
、
ま
た
摸さ

ぐ
り
あ
て
ら
れ
ず

索
不
著
」
と
見
え
る
。
仏
法
の
大

い
な
る
働
き
の
展
開
に
は
決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
は
な
い
の
に
、
そ
こ
に
究
極
の
禅
の

核
心
が
あ
る
と
し
て
知
ろ
う
と
し
て
も
、
天
地
の
ど
こ
に
も
探
り
当
て
ら
れ
な
い
と

説
く
。『
碧
巌
録
』
は
、
北
宋
末
の
圜え

ん

悟ご

克こ
く

勤ご
ん

（
一
〇
六
三
～
一
一
三
五
）
が
垂
示
・

著
語
・
評
唱
を
付
し
た
が
、
旧
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
則
の
著
語
に
は
、「
唖

子
苦
瓜
を
喫
ふ
（
唖
子
が
苦
瓜
を
食
べ
て
、
そ
の
苦
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
伝
え

ら
れ
な
い
）」
が
記
さ
れ
て
い
る（
52
）。
右
の
垂
示
、
著
語
を
敷
衍
す
れ
ば
、
禅
の
要
諦

は
、
文
字
や
言
語
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
う
「
不
立
文
字
」
に
通
じ
、
23
詩
転
句

の
「
無
文
字
」
に
も
呼
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
漱
石
は
、
23
詩
の
「
碧
」
に
対
し
て

『
碧
巌
録
』
に
因
む
興
趣
を
込
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
碧
巖
」
と
は
、
圜
悟
克
勤
が
住
持
を
し
て
い
た
夾か

つ
さ
ん山
霊
泉
院
（
湖
南
省
岳
州
府
澧

県
）
の
方
丈
の
名
で
、
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
扁
額
中
の
文
字
と
い
う
。
こ
の
山
に
禅

宇
を
建
立
し
た
の
は
、
晩
唐
・
善ぜ

ん

會ね

禅
師
（
八
〇
五
～
八
八
一（53
））
で
、
伝
記
中
に
は

幾
つ
か
の
公
案
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
「
碧
巖
」
に
関
わ
る
も
の
が
認

め
ら
れ
る
。
あ
る
僧
が
、
善
會
に
「
夾
山
の
境
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
尋
ね
る

と
、
禅
師
は
対
仗
一
聯
を
以
て
答
え
た
と
い
う
。「
猿
抱
子
歸
青
嶂
裏
、
鳥
銜
華
落
碧

巖
前
（
猿
は
子
を
抱
き
て
帰
る　

青
嶂
（
奥
深
い
山
）
の
裏う

ち

、
鳥
は
華
を
銜ふ

く

み
て
落

と
す　

碧
巖
の
前
）」（『
五
燈
會
元
』
巻
五
）
と
。
猿
も
鳥
も
無
心
、
美
し
い
自
然

の
中
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
命
を
育
ん
で
い
る
。
そ
の
姿
を
含
め
た
自
か
ら
然
り
と
い

う
融
然
た
る
世
界
の
美
し
さ
を
、「
青
」
と
「
碧
」
と
い
う
色
彩
を
用
い
て
表
し
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
「
青
」
と
「
碧
」
の
相
違
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
問
答
は
、「
夾
山
人に

ん
き
ょ
う境

」
と
称
さ
れ
、
人
と
境
の
一
如
の
趣
を
表
現
し
、「
す

ぐ
れ
た
夾
山
の
境
と
す
ぐ
れ
た
夾
山
の
人
の
一
如
の
境
地
が
如
実
に
宣
揚
さ
れ
て
い

る
」
と
解
さ
れ
る（
54
）。「
人
境
」
と
は
、「
人
」（
我
）
す
な
わ
ち
主
観
、「
境
」（
法
）

す
な
わ
ち
客
観
で
、
そ
の
「
一
如
」
と
は
、
旧
稿
で
引
い
た
唐
・
臨
済
義
玄
禅
師

の
「
四し

料
り
ょ
う

揀
け
ん（
55
）」
に
説
か
れ
る
「
人
境
俱
不
奪
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。「
四
料

揀
」
と
は
、
弟
子
を
教
導
す
る
四
つ
の
方
法
で
、「
人
境
俱
不
奪
」
は
、
第
三
の
「
人

境
俱
奪
」
に
続
く
第
四
に
上
げ
ら
れ
る
。
井
筒
俊
彦
「
禅
に
お
け
る
言
語
的
意
味
の

問
題（
56
）」
に
拠
れ
ば
、
第
三
は
、「
そ
れ
自
体
で
は
主
で
も
な
く
客
で
も
な
い
。
も
の

で
も
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
見
て
い
る
我
で
も
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
何
も
な
い
。

絶
対
無
分
節
で
あ
り
、
絶
対
無
意
味
で
あ
る
。
臨
済
は
こ
れ
を
〈「
人
境
俱
奪
」〉
と

呼
ぶ
」（
三
七
〇
頁
）。
第
四
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
「
主
も
客
も
奪
わ
ず
、
主
客
共

に
成
立
さ
せ
る
こ
と
」
で
「
人
も
境
も
共
に
生
き
つ
つ
、
し
か
も
両
者
が
全
く
一
体

夏
目
漱
石
　
初
期
の
漢
詩

一
三



化
し
た
風
光
」
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
中
国
と
日
本
で
「
き
わ
め
て
特
徴
的
な
自

然
観
」
を
生
み
出
し
、
例
え
ば
「
人
境
俱
不
奪
」
の
詩
は
、「
明
ら
か
に
も
の
を
描
い

て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
同
時
に
我
で
も
あ
る
の
だ
。
時
間
・
空
間
の
世

界
に
、
我
と
も
の
の
微
妙
な
融
和
と
し
て
展
開
す
る
非
時
間
的
・
非
空
間
的
根
源
存

在
の
場

フ
ィ
ー
ル
ド

の
明
歴
々
た
る
姿
な
の
で
あ
る
」（
三
七
三
頁
）
と
論
ず
。
そ
し
て
こ
の

境
位
を
ま
と
め
て
「
人
、
山
を
見
る
。
山
、
人
を
見
る
」
と
述
べ
る
。
漱
石
が
「
只

だ
山
を
見
る
」
と
詠
ん
だ
詩
句
の
「
只
」
に
籠
め
ら
れ
た
思
い
は
、
漱
石
詩
最
後
208

詩
の
「
碧
山
」（
＝
「
碧
巖
」）「
碧
水
」
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
掲
、

「
碧
水
碧
山
何
有
我
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漱
石
詩
の
「
碧
」
は
、
山
水
を
と
も

に
包
摂
す
る
壮
大
な
自
然
を
超
え
た
根
源
的
存
在
の
象
徴
と
い
え
よ
う
。

「
青
」
の
特
質
を
究
明
す
る
上
で
、
同
じ
く
「
山
」
を
形
容
す
る
「
碧
」
に
至
っ

た
。「
青
」
と
同
様
、
時
空
を
超
え
た
永
遠
性
を
意
味
し
な
が
ら
、「
碧
」
は
「
青
美
」

と
い
う
説
明
が
あ
る
よ
う
に
、
美
的
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
美
は
、
漱
石

の
説
く
「
色
の
力
」
で
あ
り
、『
文
学
論
』
に
引
か
れ
たA

llen
の
言
に
あ
る
よ
う

に
、
単
な
る
表
面
的
美
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
審
美
的
知
覚
と
い
う
漱
石
の
色

彩
観
の
発
露
と
看
做
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
は
、
漱
石
詩
に
お
け
る
「
青
」
に
つ
い
て
、「
青
山
」
を
よ
す
が
と
し
て

考
察
し
た
。「
青
山
」
は
自
然
美
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
隠
遁
憧
憬
の
ト
ポ
ス
で
も

あ
る
と
解
し
、
そ
の
「
青
」
の
特
質
は
時
空
と
も
に
超
越
す
る
永
遠
性
と
指
摘
し
た
。

こ
の
「
青
」
の
茫
洋
た
る
無
限
性
が
、
死
の
メ
タ
フ
ァ
で
あ
る
「
冥
闇
」
表
現
を
可

能
に
す
る
。
79
詩
の
青
い
墓
原
は
、
暗
闇
の
海
の
よ
う
に
無
限
に
広
が
り
、
そ
こ
に

飲
み
込
ま
れ
る
よ
う
で
慄
然
と
す
る
。
漱
石
詩
の
「
青
」
は
、「
沈
静
」
と
い
う
安

ら
か
な
自
然
美
を
表
す
と
同
時
に
、
死
と
の
親
近
性
を
も
表
現
す
る
。「
青
」
の
恐

る
べ
き
振
幅
の
大
き
さ
が
看
取
さ
れ
る
。
同
じ
く
永
遠
性
を
認
め
得
る
「
碧
」
が
、

審
美
性
に
比
重
が
置
か
れ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、「
青
」
に

拘
り
、「
青
騎
士
」
で
有
名
な
画
家
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
（
一
八
六
六
～
一
九
四
四
）

が
、「
青
」
に
「
深
化
の
素
質
」
を
見
出
し
て
こ
う
述
べ
る（57
）。「
青
」
の
色
調
が
深
み

を
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、「
特
徴
あ
る
精
神
的
な
効
果
」
を
強
く
与
え
る
よ
う
に
な
り
、

「
人
を
無
限
の
世
界
へ
誘
い
、
か
れ
の
う
ち
に
、
純
粋
な
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
、
そ
し

て
最
後
に
は
超
感
覚
的
な
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
を
、
よ
び
醒
ま
す
よ
う
に
な
る
」
と

説
く
。
こ
れ
は
漱
石
詩
に
お
け
る
隠
遁
憧
憬
や
神
仙
趣
向
に
通
じ
て
い
く
。
そ
し
て

「
青
」
の
濃
さ
が
極
度
に
増
す
と
「
安
息
の
要
素
が
現
わ
れ
て
く
る
」
が
「
黒
」
に
ま

で
沈
ん
で
し
ま
う
と
、「
非
人
間
的
な
悲
哀
の
倍
音
が
と
も
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、

終
り
の
な
い
、
終
り
な
ど
あ
り
え
ぬ
、
厳
粛
な
気
分
の
う
ち
へ
、
無
限
に
沈
潜
し
て

ゆ
く
」
と
述
べ
る
。「
青
」
に
内
在
す
る
「
深
化
の
素
質
」
が
、「
安
息
」
か
ら
「
悲

哀
」
と
い
う
振
れ
幅
の
大
き
さ
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
漱
石
詩
に
お
け
る
生
と
死

と
の
往
還
を
想
起
さ
せ
、「
青
」
の
特
性
と
し
て
肯
綮
に
当
た
る
と
い
え
よ
う
。

【
注
】（
通
し
番
号
は
、
前
稿
の
紀
要
84
号
注
か
ら
続
く
）

（
26
）　

当
該
作
の
詩
題
は
、
一
海
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
将
に
東
遊
せ
ん
と
し
て
壁
に
題

す
」（
七
絶
）。
転
結
句
を
引
用
。
こ
れ
ま
で
幕
末
の
釈
月
性
（
一
八
一
七
～
一
八
五
六
）

の
作
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
同
じ
く
幕
末
の
尊
王
攘
夷
派
の
志
士
で
あ
る
村
松
文

三
（
一
八
二
八
～
一
八
七
四
）
の
作
と
さ
れ
る
。

（
27
）　
「
九
原
」
は
、
春
秋
時
代
の
晋
の
士
大
夫
の
墓
地
。「
檀
弓
」
下
の
文
は
、
晋
の
士
大

夫
趙
武
が
「
九
原
」
を
訪
れ
て
、
同
行
者
に
「
誰
を
生
き
返
ら
せ
る
べ
き
か
」
と
問
い

か
け
る
。
こ
こ
に
「
蘇
生
」
の
意
味
を
見
出
せ
る
。

（
28
）　

拙
論
旧
稿
「
夏
目
漱
石
の
漢
詩
―
修
善
寺
大
患
期
を
中
心
と
し
て
―
上
篇
」
第
二
章
第

文
学
部
紀
要
　
第
八
十
五
号

一
四



一
節
「〈
骨
〉
に
つ
い
て
」（『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
十
六
号
、
二
〇
一
八
・
三
）

に
114
詩
（
五
絶
、
結
句
）
の
「
明
月
自
天
心
」
を
挙
げ
、「
月
在
天
心
」
も
、
臨
済
宗
の

僧
、
悟
渓
宗
頓
（
一
四
一
六
～
一
五
〇
〇
）
の
語
録
『
虎
穴
録
』
の
記
述
や
、
同
じ
く

臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
東
洋
英
朝
（
一
四
二
八
～
一
五
〇
四
）
の
「
月
在
天
心
、
居
自
看
」

（
注
27
）
を
例
示
し
た
。

（
29
）　

松
浦
友
久
『
李
白
研
究　

抒
情
の
構
造
』
第
六
章
㈢
「
律
詩
・
絶
句
論
」（
研
文
出
版
、

一
九
九
四
・
九
）。
拙
論
の
第
一
章
注
22
参
照
。

（
30
）　

底
本
は
『
四
庫
全
書
』
集
部
別
集
類
一
所
収
『
寒
山
子
詩
集
』。
併
せ
て
白
隠
禅
師

『
寒
山
詩
闡
提
記
聞
』
巻
二
141
（
延
享
三
年
八
月
、
紀
伊
国
屋
藤
兵
衛
）、
入
谷
仙
介
・

松
村
昂
訳
注
『
寒
山
詩
』
151
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
・
十
一
）
参
照
。
寒
山
の
履
歴

は
未
詳
。
か
つ
て
は
初
唐
の
詩
人
と
さ
れ
た
が
、
今
で
は
中
晩
唐
と
さ
れ
る
（
入
矢
義

高
訳
注
解
説
、
岩
波
詩
人
全
集
、
一
九
六
九
・
五
）。
な
お
白
隠
禅
師
『
記
聞
』
は
、
山

房
の
蔵
書
目
録
2150
に
著
録
さ
れ
る
（
刊
行
年
未
掲
載
、「
京
都
：
出
雲
寺
文
治
郎
」
の
み

記
述
）。
但
し
、
漱
石
は
『
文
学
論
』
第
三
編
第
一
章
の
「
象
徴
法
」
に
お
い
て
白
隠
の

解
釈
を
「
甚
し
き
弊
風
」
と
し
て
批
判
す
る
。

（
31
）　

吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
の
当
該
詩
注
は
、「
東
西
」
を
東
洋
と
西
洋
に
解
し
、「
故

國
」
を
日
本
、「
他
郷
」
を
「
西
洋
」
と
看
做
す
。
第
三
句
は
そ
の
見
解
に
基
づ
い
て

「
日
本
に
は
西
洋
文
学
の
ご
と
き
華
麗
な
文
字
は
な
い
、
し
か
し
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、

思
う
べ
き
は
禅
を
中
心
と
し
た
一
種
の
文
明
の
、
竹
藪
の
小
道
の
ご
と
き
独
自
さ
」
と

解
す
。

（
32
）　

中
村
、
佐
古
、
飯
田
訳
注
書
は
、
第
一
章
注
1
参
照
。
田
中
訳
注
書
は
田
中
邦
夫
『
漱

石
《
明
暗
》
の
漢
詩
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
〇
・
七
）。
引
用
箇
所
は
第
二
章
「
津
田

と
お
秀
の
対
話
」
一
三
六
頁
。

（
33
）　
「
竹
」
と
ほ
ぼ
並
ぶ
「
柳
」
の
頻
度
は
二
十
一
首
だ
が
、
句
中
、
反
復
さ
れ
て
合
計
と

し
て
は
二
十
四
例
に
な
る
。

（
34
）　

詳
し
く
は
旧
稿
（『
日
本
文
學
誌
要
』
九
六
号
、
二
〇
一
七
・
七
）「
夏
目
漱
石
の
中
国

文
学
受
容
―
南
画
趣
味
時
代
の
漢
詩
を
中
心
と
し
て
―
」
二
十
頁
参
照
。

（
35
）　

蒋
詡
の
略
歴
は
、
兗え

ん
し
ゅ
う州
（
山
東
省
）
刺
史
だ
っ
た
が
、
王
莽
の
簒
奪
後
、
病
と
称
し

て
郷
里
に
帰
り
、「
臥
し
て
戸
を
出
で
ず
、
家
に
卒
す
」（『
漢
書
』
巻
七
二
「
鮑
宣
伝
」）。

『
蒙
求
』
上
巻
に
も
「
蒋
詡
三
徑
」
と
題
し
て
記
載
さ
れ
る
。
拙
論
に
お
け
る
陶
詩
の
底

本
は
、
袁
行
霈
撰
『
陶
淵
明
集
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
・
八
）。「
歸
去
來
兮
辭
」

は
巻
五
所
収
。
当
該
箇
所
の
注
は
、
趙
岐
『
三
輔
决
録
』
の
「
蒋
詡
、
字
は
元
卿
、
舎

中
三
徑
あ
り
。
唯
だ
羊
仲
、
求
仲
の
み
之
に
従
っ
て
遊
ぶ
。
皆
廉
を
挫
き
名
を
逃
れ
て

出
で
ず
」
を
引
く
。

（
36
）　
「
緑
は
垂
る　

風
に
折
れ
し
筍
、
紅
は
綻
ぶ　

雨
に
肥
ゆ
る
梅
」（『
杜
詩
詳
註
』
巻
二

「
陪
鄭
廣
文
遊
何
将
軍
山
林
」
十
首
其
五
、五
律
頷
聯
）
な
ど
。「
緑
」
と
「
紅
」
の
補
色

効
果
も
相
俟
っ
て
、
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
「
青
惜
峰
巒
過
、
黄
知
橘
柚

來
（
青
は
峰
巒
の
過
ぐ
る
を
惜
し
み
、
黄
は
橘
柚
の
来
た
る
を
知
る
）」（「
放
船
」
巻

十
二
、
五
律
頸
聯
）
な
ど
。

（
37
）　

た
と
え
ば
、「
青
」
と
「
白
」
の
対
語
で
は
、

　
　
　
「
江
湖
深
更
白
、
松
竹
遠
微
青
」　
「
驛
邊
沙
舊
白
、
湖
外
草
新
青
」「
別
來
頭
并
白
、

相
見
眼
終
青
」
な
ど
。

（
38
）　

錦
の
「
青
」
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
。
鈴
木
虎
雄
等
訳
注
（
岩
波
文
庫
、

一
九
八
九
・
十
、
第
七
冊
）
で
は
、
趙
注
、
補
注
の
「
春
色
が
夏
景
に
か
わ
る
と
み
る
」

と
い
う
二
説
を
否
定
し
、「
彩
雲
の
色
に
う
つ
ろ
う
て
錦
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
樹
も
暁

か
ら
か
け
て
も
と
の
青
色
に
か
わ
っ
て
し
も
う
た
」
と
訳
す
。
論
者
も
鈴
木
説
を
是
と

す
る
。

（
39
）「
夏
目
漱
石
の
漢
詩
―
修
善
寺
大
患
期
を
中
心
と
し
て
―
下
篇
」
第
四
章
「
漱
石

の
〈
夢
〉」
第
一
節
「
夢
」
か
現
か
（『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
十
八
号
、

二
〇
一
九
・
三
）
参
照
。

（
40
）『
文
選
』
は
、
十
代
半
ば
に
在
籍
し
た
二
松
学
舎
に
於
い
て
不
可
欠
の
教
材
で
あ
っ
た

し
、
山
房
蔵
書
目
録
に
も
著
録
さ
れ
て
い
る
（
2100
・
2138
・
2139
）。
ま
た
漱
石
詩
は
典
故
と

し
て
も
少
な
か
ら
ず
『
文
選
』
所
収
作
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
失
題
」
は
最
初
の
詩
稿
の

題
名
、『
龍
南
会
雑
誌
』（
熊
本
五
高
校
友
会
詩
）
で
は
「
雑
興
」
と
題
す
（
一
海
注
）。

子
規
宛
て
書
簡
169
（
全
集
巻
二
十
二
、
明
治
三
十
二
年
五
月
十
九
日
付
）
は
、
71
、
72

詩
に
つ
い
て
『
文
選
』
を
購
入
し
て
通
読
後
の
「
真
似
事
」
で
、「
一
夜
漬
け
の
手
品
を

一
寸
御
披
露
申
上
候
」
と
記
す
。
な
お
72
詩
は
、
前
稿
「〈
白
雲
〉
に
つ
い
て
」（
法
政

大
学
文
学
部
紀
要
第
八
十
二
号
、
第
二
章
第
二
節
、
二
〇
二
一
・
三
、十
～
十
三
頁
）
で

部
分
的
に
引
用
論
及
し
た
。

（
41
）『
色
彩
論
』（
木
村
直
司
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
・
十
）「
教
示
篇
」
序
論
、

夏
目
漱
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期
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一
一
六
～
一
一
七
頁
。

（
42
）
南
朝
宋
・
斉
・
梁
に
仕
え
た
江
淹
（
四
四
四
～
五
〇
五
）
の
「
悼
室
人
十
首
」
其
十
に

見
え
る
。
亡
妻
を
悼
む
悼
亡
詩
（
十
首
連
作
、
す
べ
て
五
古
五
韻
）。
其
十
は
、
妻
を
神

仙
界
に
登
場
さ
せ
て
「
金
淵
の
側
に
奄
映
し
、
碧
山
の
隅
に
遊
豫
す
」（
第
三
聯
）
と
詠

い
、
妻
が
水
面
に
神
輿
を
浮
か
べ
て
、
黄
金
に
煌
め
く
川
淵
や
碧
に
輝
く
山
際
な
ど
の

仙
境
に
現
れ
て
佇
み
歩
く
さ
ま
を
夢
幻
的
に
描
く
。
詳
し
く
は
、
拙
著
『
韋
應
物
詩
論　

「
悼
亡
詩
」
を
中
心
と
し
て
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
・
二
）
附
章
「
江
淹
の
悼
亡
詩
に

つ
い
て
」
参
照
。
こ
の
「
碧
山
」
は
、
仙
界
の
表
象
で
あ
る
。

（
43
）
因
み
に
「
青
山
」
の
初
出
は
、
前
掲
、
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
で
、
六
朝
時
代
は
三
十
一

例
に
止
ま
る
。
唐
代
に
飛
躍
的
に
増
え
て
七
百
例
を
超
え
る
が
、
そ
の
中
で
李
白
詩
は
、

最
多
の
中
唐
・
劉
長
卿
詩
（
三
十
七
例
）
に
次
ぐ
二
十
四
例
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
、

例
示
、
詳
述
で
き
な
い
が
、
要
点
だ
け
述
べ
る
。
李
白
詩
の
「
青
山
」
の
多
く
は
、
現

実
の
叙
景
描
写
に
用
い
ら
れ
、
有
名
な
「
送
友
人
」
の
よ
う
に
送
別
の
背
景
と
し
て
も

詠
わ
れ
る
。
中
に
は
大
ら
か
な
自
然
美
も
認
め
ら
れ
、
盛
唐
詩
の
特
質
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
る
。
他
に
は
や
は
り
隠
遁
の
ト
ポ
ス
と
し
て
詠
ま
れ
る
が
、
四
首
ほ
ど
で
多
く
な

い
。
ま
た
死
や
悲
愁
と
の
関
わ
り
も
少
な
く
、
李
白
が
敬
愛
す
る
六
朝
・
斉
の
謝
朓
を

追
慕
し
て
「
謝
朓
已
没
青
山
空
」
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
。「
青
山
」
に
因
む
謝
朓
と
の

関
わ
り
（
李
白
が
埋
葬
の
地
と
し
て
願
っ
た
遺
言
と
さ
れ
る
「
志
在
青
山
」）
に
つ
い
て

は
、
石
碩
「
李
白
〈
志
在
青
山
〉
考
―
謝
朓
別
業
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
國
文

學
研
究
』
第
三
十
九
期
、
二
〇
一
三
・
十
二
）
な
ど
参
照
す
べ
き
で
あ
る
が
、
機
会
を

改
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
他
、
後
述
す
る
「
碧
山
」
と
は
異
な
り
、
神
仙
趣
向
が
一

首
（「
遊
泰
山
」）
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
。

（
44
）
拙
論
に
お
け
る
李
白
詩
の
底
本
は
、
詹
鍈
校
注
『
李
白
全
集
校
注
彙
釋
集
評
』（
拙
論

第
一
章
注
8
参
照
）。
巻
数
は
す
べ
て
底
本
。

（
45
）
清
代
の
詩
評
に
も
、
乾
隆
帝
勅
撰
『
唐
宋
詩
醇
』
巻
七
は
、「
君
の
身
に
仙
骨
有
り
、

世
人
那
ん
ぞ
其
の
故
を
知
る
を
得
ん
や
」、
清
末
・
王
闓
運
『
湘
綺
樓
説
詩
』
も
「
太
白

詩
の
〈
問
余
何
事
棲
碧
山
〉
一
首
を
看
れ
ば
、
世
の
所
謂
仙
材
な
る
者
な
り
」
な
ど
と

評
す
。

（
46
）
松
浦
著
書
（
注
29
）「
本
論
〔
六
〕
李
白
に
お
け
る
長
安
体
験
（
下
）
―
「
謫
仙
」
の

呼
称
を
中
心
に
―
（
九
）
謫
仙
人
、（
十
）
結
語
」
に
詳
し
い
。
こ
の
呼
称
は
、
天
宝
元

年
（
七
四
二
）
晩
秋
の
頃
、
長
安
の
紫
微
宮
で
賀
知
章
が
、
李
白
の
詩
篇
を
賞
賛
し
て

発
し
た
と
さ
れ
る
。

（
47
）「
尋
仙
下
西
岳
（
華
山
）」（「
江
上
答
崔
宣
城
」
五
排
第
三
句
）、「
五
岳
尋
仙
不
辭
遠
」

（「
廬
山
謡
、
寄
盧
侍
御
虛
舟
」
十
四
聯
第
五
句
）、「
尋
仙
向
南
岳
」（「
江
上
送
女
道
士

褚
三
清
游
南
岳
」
五
古
四
韻
）。
六
朝
時
代
は
二
例
（
郭
璞
「
遊
仙
詩
」
十
九
首
其
十
、

鮑
照
「
白
雲
詩
」）
に
止
ま
る
が
、
唐
代
に
増
え
る
。
但
し
「
山
に
向
か
う
」
姿
を
詠
む

の
は
、
管
見
の
限
り
、
唐
代
で
は
李
白
詩
の
み
。

（
48
）『
荘
子
』
外
物
篇
の
故
事
で
、
昔
、
萇
弘
と
い
う
人
物
が
蜀
で
罪
な
く
殺
さ
れ
た
が
、

彼
の
血
は
三
年
後
、
碧
玉
に
変
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
李
賀
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
秋

來
」
詩
に
詠
ん
だ
。
漱
石
の
伊
豆
で
の
吐
血
を
詠
う
84
詩
と
の
関
連
を
伊
豆
期
の
拙
論

上
篇
第
二
章
（
注
3
）
で
記
し
た
。

（
49
）
唐
代
を
代
表
す
る
自
然
詩
人
の
系
譜
と
し
て
王
維
・
孟
浩
然
・
韋
應
物
・
柳
宗
元
の
四

人
が
挙
げ
ら
れ
、
漱
石
は
、
王
維
以
外
に
も
他
の
自
然
詩
人
の
詩
集
を
蔵
書
し
、
愛
好

し
た
。

�

孟
詩
の
「
緑
」
は
十
一
例
、「
碧
」
は
四
例
。
韋
詩
の
「
緑
」
は
五
十
九
例
、「
碧
」
は

三
十
例
。
柳
詩
の
「
緑
」
は
十
例
、「
碧
」
は
九
例
で
、
い
ず
れ
も
「
碧
」
は
少
な
い
。

（
50
）
例
え
ば
千
々
岩
英
彰
『
色
彩
学
概
説
』（
拙
論
第
二
章
注
3
）
第
二
章
7
「
色
名
に
よ

る
色
の
表
し
方
」
収
載
「
慣
用
色
名
と
系
統
色
名
の
対
応
」（
七
九
～
八
一
頁
）
と
題
す

る
表
に
は
、
百
四
十
七
種
の
慣
用
色
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
碧
」
は
な

い
。

（
51
）『
譯
文
筌
蹄
』
小
泉
秀
之
助
校
訂
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
〇
・
五
。

（
52
）
訓
読
、
注
釈
は
、
入
矢
義
高
等
訳
注
『
碧
巌
録
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
・
十
一
、

第
十
五
刷
）（
上
）
参
照
。「
碧
巖
」
に
つ
い
て
も
、
同
書
の
溝
口
雄
三
「
解
題
」（
十
一

頁
）
に
拠
る
。
第
三
則
に
つ
い
て
は
、
伊
豆
大
患
期
の
旧
稿
中
篇
第
三
章
第
二
節
「
芭

蕉
に
つ
い
て
―
『
維
摩
經
』
と
の
関
わ
り
―
（
注
3
）
で
、
81
詩
の
「
仰
臥
人
如
唖
」

に
つ
い
て
言
及
し
た
（
九
～
十
頁
）。

（
53
）
善
會
は
、
船
子
誠
禅
師
の
法
嗣
で
、
俗
姓
は
廖
氏
。
幼
少
期
に
出
家
し
、
修
行
受
戒
後
、

潤
州
（
江
蘇
省
鎮
江
府
）
鶴
林
寺
に
住
持
と
な
り
、
道
吾
円
智
に
す
す
め
ら
れ
て
華
亭

県
（
江
蘇
省
）
で
船
頭
を
し
て
い
た
船
子
に
会
い
師
資
道
契
し
て
法
を
継
い
だ
。「
夾
山

目
前
無
法
」
の
公
案
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

文
学
部
紀
要
　
第
八
十
五
号
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（
54
）『
禪
學
大
辭
典
』（
駒
澤
大
學
内
禪
學
大
辭
典
編
纂
所
、
一
九
七
八
・
六
）
上
巻
「
夾
山

人
境
」。

（
55
）「
四
料
揀
」
は
、
臨
済
禅
師
が
弟
子
を
教
導
す
る
際
の
方
便
を
、
四
種
に
分
類
し
て
提

示
し
た
も
の
、「
奪
人
不
奪
境
」「
奪
境
不
奪
人
」「
人
境
俱
奪
」「
人
境
不
俱
奪
」（『
臨

済
録
』「
示
衆
」。
入
矢
義
高
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
・
一
）。
な
お
、
旧
稿
は

「
夏
目
漱
石
の
漢
詩
―
修
善
寺
大
患
期
を
中
心
と
し
て
―
中
篇
」（『
法
政
大
学
文
学
部
紀

要
』
第
七
十
七
号
、
二
〇
一
八
・
九
）
第
三
章
第
三
節
「
雲
に
つ
い
て
―
『
維
摩
経
』
と

の
関
わ
り
（
2
）」
二
三
～
四
頁
。

（
56
）
『
意
識
と
本
質　

精
神
的
東
洋
を
索
め
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
・
三
、
第
二
八

刷
）
所
収
。

（
57
）「
青
騎
士
」（der�Blaue�Reiter
）
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
、
一
九
一
一
年
十
二

月
、「
新
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
美
術
家
協
会
」
を
脱
会
後
、
フ
ラ
ン
ツ
・
マ
ル
ク
と
と
も
に
、
新

芸
術
を
標
榜
し
て
発
刊
し
た
「
年
刊
誌
」（A

LM
A
�N
A
CH

）
の
名
称
。
そ
の
理
念
は
、

フ
ォ
ル
ム
（
形
象
）
へ
の
拘
り
を
捨
て
、
形
象
の
呪
縛
を
乗
り
越
え
て
、
す
べ
て
の
芸

術
に
共
通
す
る
根
底
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
い
い
、「
青
」
が
そ
れ
を
体
現
す
る
。
彼

は
、
こ
れ
を
期
に
抽
象
画
へ
と
転
じ
、
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
中
心
と
し
て
、
抽
象
画
創

出
の
母
体
と
な
っ
た
。
な
お
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
は
、「
青
い
山
」（
一
九
〇
八
年
）

と
題
す
る
画
も
あ
る
。
引
用
文
は
『
抽
象
芸
術
論
』「
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
」

一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
（『
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
著
作
集
』
1
、
西
田
秀
補
穂
訳
、
美
術
出

版
社
、
一
九
九
〇
・
八
）。
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The Early Works of Natsume Soseki’s Chinese Poetry  
− Focusing on the Scenic Descriptive Expression −

Chapter Ⅱ, Section4  （Continued）

KURODA, Mamiko

Abstract

In�this�paper,�I�will�focus�on�Soseki’s�Chinese�poems�before�studying�in�the�Western�and�consider�
its�scenic�descriptive�expression.�I�discuss�about�the�color�expression�in�the�second�chapter.�In�the�first�
section,�I�have�already�explained�the�complementary�color�relationship�between�“red�and�green”,�and�in�
the�second�and�third�sections,�I�have�explained�“white”,�which�is�the�most�frequent�color�type.
From�the�previous�article�（Bulletin,�No.�84）,�as�the�fourth�section,�I�will�study�the�blue,�which�is�

the�second�most� frequent�after�white.�At�that�time,� “Seizan（青山）”,�which� is� the�most�compounded�
word�that�“blue”�describes,�was�put�on�the�subject�of�the�discussion,�and�it�was�the�cut�end�to�study�
“blue”�in�Soseki�poetry.
Firstly,�the�motif�of�“Seizan（青山）”�was�roughly�divided�into�three�types.�（1）�The�object�of�natural�

beauty,�（2）�The�topos�of�cloistered�appeal,�and�（3）�the�place�of�burial.�（1）�and�（2）�have�already�been�
discussed�in�No.�84,�and�this�paper�is�a�discussion�on�（3）.
As�discussed� in�（2）,�“Seizan（青山）”�in�Soseki’s�poem�often�means�“hometown”,�but�“hometown”�

has�an�element�of�burying�the�bones�of�ancestors�since�ancient�times.�Therefore,�the�meaning�of�“Seizan
（青山）”�as�a�graveyard�is�mediated�by�“hometown”,�but�both�fact�and�fiction�are�included�in�Soseki’s�
feelings�for�“hometown”,�and�they�are�intricately�refracted.
While�retroactively�tracing�the�authorities�related�to�the�death�of�“Seizan（青山）,”�I�pointed�out�that�

his�thoughts�would�also�lead�to�his�misanthropic�view.�The�“Sorrow”,�which�is�written�in�Soseki�poetry�
until� the�end�of� the�year�of�death,� is�expressed�that� in�a�straightforward�manner,�but� the�darkness�
of� “blue”,�which� is�opposed�to�“white”� in�brightness,�benefits�the�expression�of� “sorrow”,� furthermore�
argued�that�they�would�be�leaded�to�death.
Finally,�I�compared�“Hekizan（碧山）”�with�“Seizan（青山）”.�“Hekizan（碧山）”�is�almost�synonymous�

with�“Seizan（青山）”,�but� it�has�more�religious�mystery�than�“Seizan（青山）”’s�supernatural�nature.�
For�Soseki,�who�was�revived�from�“30�minutes�of�death”�during�the�period�of�Izu’s�great�illness,�it�was�
regarded�as�sacred�mountain,�a�symbol�of�immortality.
Furthermore,� it�was�pointed�out�that�Soseki’s�favor�for�“Heki（碧）”�is�recognized,�but�that�there�

may�be�a�more�beautiful�aesthetic�meaning�than�“the�mere�of�the�blue”,�which�is�“The�beauty�of�blue”,�
and�the�influence�of�Zen�Buddhism�that�“Hekigan（碧巖）”�has.�It�can�be�said�that�Soseki�recognized�the�
fundamental�meaning�of�existence,�so-called�“the�power�of�color,”�which�is�not�just�a�superficial�beauty�
in�color.
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