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山
水
画
の
成
立
は
、
山
水
詩
の
誕
生
と
関
連
さ
せ
て
語
ら
れ
る
の
を
常
と
す
る
。
そ
し
て
山
水
詩
の
代
表
的
詩
人
を
謝
霊
運
と
す

る
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
同
時
期
、
宗
柄
の
「
画
山
水
序
」
の
登
場
が
、
山
水
画
成
立
の
一
つ
の
画
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
無
論
、

漢
代
の

吊
画
、
画
像
石
に
は
、
山
の
表
現
が
既
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
晋
の
顧
榿
之
に
も
「
画
雲
書
山
記
」
が
あ
り
、
そ
の
主
題
は
道

教

に
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
画
面
全
体
に
山
が
描
か
れ
た
絵
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、
「
山
水
」
を
主
題
と
し
て
確

か
に

描
か
れ

た
も
の
の
記
録
と
し
て
、
「
画
山
水
序
」
を
挙
げ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
り
、
山
水
画
成
立
を
こ
の
時
期
に
求
め
る
こ

と
は
、
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　

し
か
し
、
張
彦
遠
の
言
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
六
朝
期
か
ら
唐
代
の
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
山
水
の
変
」
と
称
さ
れ
る
時
期
ま
で

は
、
例
え
ば
敦
煙
壁
画
に
、
背
景
と
し
て
の
秀
作
が
既
に
現
れ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
の
、
山
水
画
は
目
立
っ
た
発
展
を
見
せ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
山
水
画
の
隆
盛
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
下
っ
て
五
代
北
宋
期
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
に
、
「
山
水
詩
が
山
水
画
を
生
み
、
山
水
画
が
山
水
詩
と
同
じ
理
念
を
持
つ
な
ら
ば
、
な
ぜ
山
水
画
だ
け
が
発
展
し
な
か
っ

た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
発
展
を
遅
ら
せ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
で
は
、
こ
の
疑
問
に
答
え
る
端
緒
と
し
て
、

山
水
詩
と
同
時
期
に
現
れ
始
め
る
「
風
景
詩
」
を
考
察
す
る
。

　
以

下
、
最
初
に
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　

ま
ず
「
風
景
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
周
知
の
如
く
、
小
川
環
樹
氏
が
「
中
国
の
詩
に
お
け
る
風
景
の
意
義
」
に
お
い
て
明
快

に

説
か
れ

る
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
「
風
景
」
と
い
う
語
が
、
°
力
○
国
Z
国
国
町
の
意
味
を
持
つ
の
は
、
中
唐
以
後
。
そ
れ
ま
で
は
、

「
景
」
は
「
光
の
当
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、
「
風
」
は
「
気
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
で
言
う
「
口
○
国
弓
＞
Z
O

＞
弓
ζ
O
o
Q
㊥
出
国
国
国
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
小
川
氏
に
よ
れ
ば
、
「
景
」
は
光
が
あ
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
の
が

本
義

だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
な
が
め
」
≦
国
≦
の
義
も
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
中
唐
以
後
の
詩
人
達
は
、
風
景
と
い
う
二
文
字
を
、

o。

○
国

Z
国
男
鴫
の
意
味
で
用
い
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
。
本
稿
が
「
風
景
詩
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
「
風
」
（
大
気
の
動
き
、
あ
る

い

は

温
度
の

感

覚
に
う
っ
た
え
る
も
の
）
と
「
光
」
を
う
た
う
詩
を
指
す
。
な
お
「
風
景
詩
」
と
い
う
言
葉
は
、
既
に
上
記
小
川
論

文
に

見
え

る
言
葉
で
あ
る
。

　
次

に
、
山
水
詩
と
い
う
概
念
の
発
生
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
文
心
離
龍
』
の
発
言
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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宋
初
の
文
詠
、
体
に
因
革
有
り
、
老
荘
告
退
し
、
山
水
方
に
滋
ん
な
り
。
（
明
詩
篇
）

　

で

は
、
山
水
詩
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
山
水
詩
を
作
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
＞

　
ま
ず
、
山
水
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
系
譜
は
、
小
尾
郊
一
氏
が
『
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
に
詳
し
く
述
べ
ら

れ

る
と
お
り
で
あ
る
。
行
旅
詩
・
遊
仙
詩
・
招
隠
詩
な
ど
先
行
す
る
諸
形
態
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
後
、
小
尾
氏
が
山
水
詩
誕
生
の
決

定

的
契
機
と
し
た
の
は
、
「
賞
」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
謝
霊
運
以
前
の
「
自
然
」
の
描
写
に
は
、
こ
の
自
然
を
愛
で

る
気
持
ち
が
欠
け
て
お
り
、
対
し
て
謝
霊
運
は
「
か
く
自
然
に
身
を
委
ね
て
客
観
的
に
眺
め
た
風
景
を
彼
は
詩
に
再
現
す
る
」
の
で

あ
り
、
「
こ
の
自
然
に
身
を
委
ね
る
態
度
を
彼
は
「
賞
」
と
考
え
る
」
。
さ
ら
に
、
山
水
詩
の
契
機
と
し
て
、
小
尾
氏
は
彼
の
旅
行
癖
、

江

南
の
麗
し
い
風
光
、
老
荘
思
想
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
六
朝
期
の
山
水
に
対
す
る
態
度
を
明
快
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

吉
川
忠
夫
氏
の
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活
」
が
あ
る
。
吉
川
氏
に
よ
れ
ば
、
「
山
水
の
遊
放
が
世
俗
的
な
わ
ず
ら
い
か
ら
解
放
し
、

心
の

欝
結

を
解
き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
」
、
「
現
象
世
界
を
こ
え
た
、
天
地
宇
宙
の
存
在
原
理
た
る
「
自
然
」
と
の
冥
合
が
行
な
わ
れ
」
、

と
り
わ
け
謝
霊
運
に
お
い
て
は
「
山
水
は
、
美
的
享
楽
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
哲
学
の
検
証
の
場
と
し
て
、
ま
た
悟

り
に
い
た
る
た
め
の
具
体
的
な
場
と
し
て
も
意
味
を
も
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
当
時
の
山
水
に
対
す
る
態
度
は
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に

考

え
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。

　

ま
た
、
謝
霊
運
の
山
水
詩
の
成
立
に
、
仏
教
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
夙
に
狩
野
直
喜
氏
が
『
魏
晋
学
術
考
』
で
指
摘
さ
れ
て

以

来
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
小
川
環
樹
氏
は
、
「
老
・
荘
の
哲
学
自
体
は
、
山
水
を
美
と
す
る
考
え
を
含

ま
な
い
と
す
れ
ば
、
山
水
賛
美
の
文
学
ー
特
に
詩
1
が
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
、
そ
れ
は
今
ま
で
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

え

な
お

さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
ま
た
小
川
氏
は
そ
れ
を
仏
教
に
求
め
、
例
え
ば
、
謝
霊
運
は
日
光
を
好
ん
で
描
い
た
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（
6
）

が
、
「
実
は
、
彼
の
心
の
中
に
あ
っ
た
、
仏
の
世
界
の
光
明
が
そ
こ
に
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

　
つ

ま
り
、
山
水
詩
に
関
し
て
は
、
「
山
水
」
の
持
つ
特
殊
な
意
味
、
あ
る
い
は
「
山
水
の
中
に
身
を
お
く
」
意
味
を
見
い
だ
し
、

そ
れ

を
「
山
水
詩
」
を
作
る
意
味
と
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
振

り
返
っ
て
山
水
画
は
ど
う
か
。
通
常
、
こ
の
山
水
詩
の
「
意
味
」
を
、
そ
の
ま
ま
山
水
画
に
も
投
影
さ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

つ

ま
り
、
当
時
の
人
々
の
山
水
に
対
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
山
水
の
持
つ
特
別
な
意
味
が
、
山
水
画
を
成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
山
水
「
画
」
の
意
味
は
、
そ
れ
に
つ
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
「
絵
」
に
す
る
意
味
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

「
絵
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

宗
柄
に
し
て
も
、
王
微
に
し
て
も
、
山
水
と
は
、
「
そ
こ
に
い
て
こ
そ
、
精
神
を
自
由
に
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ

だ
け
な
ら
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
山
水
画
の
意
味
は
、
「
実
際
に
そ
こ
に
い
ら
れ
な
い
か
ら
、
や
む
な
く
二
次
的
手
段
と
し
て

山
水
を
描
く
」
と
い
う
段
階
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
物
画
に
お
い
て
、
「
勧
戒
」
を
そ
の
意
味
と
す
る
の
と
同
様

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
絵
画
作
品
」
で
あ
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　
人

物

画
は
、
こ
こ
に
「
気
」
あ
る
い
は
「
気
韻
」
と
い
う
評
価
基
準
を
見
い
だ
し
、
「
絵
画
」
と
し
て
の
存
在
意
義
を
模
索
し
て

　
（
8
）

い

く
。
つ
ま
り
、
人
物
画
は
、
人
物
の
気
を
表
現
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
で
は
山
水
画
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
端
緒
と
し

て
、
「
風
景
」
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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例
え
ば
『
文
選
』
を
ひ
も
と
い
て
、
「
光
」
あ
る
い
は
「
風
」
を
う
た
う
表
現
を
考
え
て
い
く
と
、
部
屋
に
差
し
込
む
「
光
」
、
あ

る
い
は
部
屋
に
入
っ
て
く
る
「
風
」
の
表
現
が
多
い
こ
と
に
ま
ず
気
づ
か
れ
る
。

　
ま
ず
、
風
景
の
う
ち
の
「
景
」
つ
ま
り
光
だ
が
、
光
を
う
た
っ
た
詩
と
し
て
、
後
世
ま
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
次
の
詩

で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
い
わ
ゆ
る
古
詩
十
九
首
の
う
ち
の
第
十
九
の
表
現
で
あ
る
。

明
月
何
鮫
鮫

照
我
羅
床
緯

憂
愁
不
能
腺

撹
衣
起
俳
徊

次
の

「
傷
歌
行
」
、

　
昭
昭
素
月
明

　
暉
光
燭
我
林

　
憂
人
不
能
麻

　
歌
歌
夜
何
長

　
微
風
吹
閨
闊

　
羅
帷
自
瓢
麗

　
　

明
月
何
ぞ
鮫
咬
た
る

　
　

我
が
羅
の
床
緯
を
照
ら
す

　
　

憂
愁

あ
り
て
籐
ぬ
る
能
は
ず

　
　

衣

を
撹
て
起
ち
て
排
徊
す

　
　
　
（
古
詩
十
九
首
其
十
九
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

張
華
の
「
情
詩
」
な
ど
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　

昭

昭
と
し
て
素
月
は
明
た
り

　
　

暉

光
我
が
抹
を
燭
す

　
　

憂
人

麻
ぬ
る
能
は
ず

　
　

歌

歌
と
し
て
夜
は
何
ぞ
長
き

　
　

微
風

　
閨
闊
を
吹
き

　
　

羅
帷
　
自
ら
瓢
麗
す
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清
風
動
帷
簾

農
月
照
幽
房

佳
人
処
遣
遠

蘭
室
無
容
光

こ
の
三
つ
の
表
現
は
、

こ
の
後
者
二
つ
の
詩
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

こ
と
で
あ
る
。
次
の
引
用
も
、

気
持
ち
で
あ
る
が
、

　
　
咬

鮫
窓
中
月

　
　
照
我
室
南
端

　
　
清
商
応
秋
至

　
　
褥

暑
随
節
蘭

　
　
凛
凛
涼
風
升

　
　
始
覚
夏
金
単

　
　
山
豆
日
無
重
纏

　

（傷
歌
行
『
文
選
』
巻
二
十
七
）

清
風
　
帷
簾
を
動
か
し

　
農
月
　
幽
房
を
照
ら
す

佳
人

　
遣
遠
に
処
り

　
蘭
室
　
容
光
無
し

　

（張
華
　
情
詩
二
首
其
一
『
文
選
』
巻
二
十
九
）

同
様
に
部
屋
に
差
し
込
む
月
の
光
を
う
た
い
、
か
つ
、
さ
び
し
さ
を
主
題
と
す
る
詩
を
形
成
す
る
。
さ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
の
光
に
あ
わ
せ
、
風
が
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
部
屋
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る

　
　

同
様
に
室
内
に
入
っ
て
く
る
光
と
風
を
う
た
う
表
現
で
あ
る
。
勿
論
主
題
は
亡
く
な
っ
た
妻
を
思
う

室
内
の
風
景
を
う
た
う
も
の
と
し
て
こ
こ
で
は
注
目
す
る
。

　
　
　
咬
鮫
た
る
窓
中
の
月

　
　
　
我
室
の

南
端
を
照
す

　
　
　
清
商
　
秋
に
応
じ
て
至
り

　
　
　

褥
暑
　
節
に
随
ひ
て
閑
な
り

　
　
　
凛
凛
と
し
て
涼
風
升
り

　
　
　
始
め

て

夏
の
金
の
単
な
る
を
覚
ゆ

　
　
　

豊
に
日
は
ん
や
重
績
無
し
と
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誰

与
同
歳
寒
　
　
　
　
誰
と
与
に
か
歳
寒
を
同
じ
う
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
播
岳
　
悼
亡
詩
其
二
『
文
選
』
巻
二
十
三
）

　

こ
こ
に
、
「
風
景
詩
」
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
室
内
に
入
る
「
風
と
光
」
を
う
た
う
、
い
わ
ば
「
室
内
風
景
詩
」
が
あ
る
こ
と

が
確
認

さ
れ
よ
う
。
し
ば
ら
く
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
室
内
風
景
詩
」
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
お

よ
そ
言
葉
に
よ
っ
て
、
な
に
も
の
か
を
描
写
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
時
間
藝
術
で
あ
る
言
語
藝
術
は
、
そ
の
享
受
・
鑑
賞
に
お

い

て
時

間
的
広
が
り
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
作
品
の
示
す
世
界
も
、
時
間
的
に
広
が
り
を
持
つ
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
本
質

か

ら
し
て
さ
け
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
長
所
で
も
あ
る
が
。
）

　

さ
て
、
以
下
の
三
詩
の
表
現
、
と
り
わ
け
「
風
」
を
よ
ん
で
い
る
。

青
鉛
千
鯨
初

中
有
一
道
士

雲

生
梁
棟
間

風
出
窓
戸
裏

借
問
此
何
誰

云
是
鬼
谷
子

小
隠
隠
陵
薮

大
隠
隠
朝
市

青
諮
　
千
鯨
例

中
に
一
道
士
有
り

雲
は

梁
棟
の
間
に
生
じ

風

は
窓
戸
の
裏
よ
り
出
づ

借
問
す
此
れ
何
誰
れ
ぞ

云
ふ

是
れ
鬼
谷
子
と

（郭
撲
　
遊
仙
詩
其
二
『
文
選
』
巻
二
十
こ

小

隠
　
陵
薮
に
隠
れ

大
隠
　
朝
市
に
隠
る
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鴎
鶏
先
農
鳴

哀
風
迎
夜
起

山
中
成
可
悦

賞
逐
四
時
移

春
光
発
堕
首

秋
風
生
桂
枝

　
郭
撲
は
、
雲
や
風
が
わ
き
起
こ
る
様
を
描
く
が
、

住
む

場
所
が
、
毎
日
、
そ
の
よ
う
な
情
景
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

う
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る
が
、

さ
ら
に
、
王
康
据
の
詩
に
お
け
る
風
も
、

っ

て

も
、
前
句
は
明
ら
か
に
朝
の
描
写
で
あ
り
、

の
巡

り
が
詩
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、

　

こ
れ
ら
の
表
現
を
「
山
水
画
」

し
よ
う
。
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

鴎

鶏
　
農
に
先
ん
じ
て
鳴
き

哀
風
　
夜
を
迎
へ
て
起
る

（王
康
据
　
反
招
隠
『
文
選
』
巻
二
十
二
）

山
中
威
な
悦
ぶ
べ
し

賞
は
四
時
を
逐
ひ
て
移
る

春
光
　
堕
首
に
発
し

秋
風
　
桂
枝
に
生
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（沈
約
　
鍾
山
詩
応
西
陽
王
教
『
文
選
』
巻
二
十
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ

は
、
特
定
の
時
間
に
お
け
る
風
の
描
写
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
道
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
れ
は
、
こ
の
描
写
が
、
実
景
に
即
し
た
も
の
か
ど

　
　
　

こ
の
詩
の
志
向
す
る
も
の
は
、
「
一
瞬
」
で
は
な
く
、
「
時
間
的
広
が
り
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

夜
を
迎
え
て
起
こ
る
哀
風
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
時
間
的
に
特
定
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
詩
の
う
た
う
時
間
は
広
が
り
を
見
せ
る
。
ま
た
、
沈
約
に
至
っ
て
は
、
既
に
一
年

　
　
　
　
そ

こ
に
う
た
わ
れ
る
「
光
」
と
「
風
」
は
、
我
々
の
想
像
力
の
中
で
、
時
空
を
か
け
ま
わ
る
。

　
　

と
比
べ
て
み
よ
う
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
示
す
世
界
を
絵
画
に
描
い
て
み
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

し
て
、
こ
の
絵
画
に
と
っ
て
は
非
常
に
不
得
手
で
あ
る
分
野
、
つ
ま
り
、
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時
間
的
広
が
り
を
持
っ
た
内
容
を
、
詩
は
あ
っ
さ
り
と
成
し
と
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
三
つ
の
詩
に
比
べ
て
、
先
の
「
室
内
風
景
詩
」
は
、
勝
れ
て
時
間
的
「
特
定
性
」
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ

く
風
と
光
を
う
た
っ
て
も
、
室
内
風
景
詩
の
ほ
う
が
、
時
間
的
に
集
中
性
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
風
景
詩
の

特
定

性
は
、
空
間
的
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
風
景
」
詩
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
風
」
の
感
覚
は
、
身
体
感
覚

と
密
接
な
も
の
で
あ
り
、
「
光
」
の
感
覚
も
、
「
形
象
を
持
っ
た
物
体
の
（
色
や
形
の
）
知
覚
」
に
比
べ
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
ま
ぶ
し

い
」
な
ど
と
い
う
感
覚
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
（
赤
い
リ
ン
ゴ
を
見
た
と
き
と
、
強
い
光
源
を
見
た
時
と
で
は
、
明
ら
か
に
肉
体
の

物

理
的
反

応
度
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
形
象
や
色
の
知
覚
も
光
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
。
）
身
体
的
な
感
覚
に
近
い
と
思

わ
れ

る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
風
景
は
、
作
者
の
身
体
感
覚
に
密
着
す
る
。
（
こ
の
「
身
体
感
覚
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て

の

厳
密
な
考
察
は
こ
こ
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
暑
さ
寒
さ
を
感
じ
る
よ
う
な
知
覚
と
、
身
体
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
こ
こ
で
は

意

味
す
る
。
）
従
っ
て
、
作
者
、
あ
る
い
は
読
者
の
想
像
力
の
中
に
お
け
る
身
体
の
あ
る
時
空
に
お
け
る
限
定
性
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
空
間
的
集
中
性
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

吉
川
幸
次
郎
氏
は
、
「
自
然
の
推
移
に
敏
感
で
あ
る
人
間
は
、
反
射
的
に
そ
れ
に
抵
抗
し
て
推
移
を
お
し
と
ど
め
た
く
思
う
。
：
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
0
｝

・
：
そ
れ
は
、
風
景
に
対
す
る
熟
視
と
な
っ
て
現
れ
る
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
詩
が
時
間
を
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
時
空
の
集
中
性
」
と
で
も
い
お
う
か
、
空
間
的
、
時
間
的
に
世
界
を
切
り
取
っ
て
、

そ

の

「
光

と
風
」
を
う
た
う
詩
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
時
空
の
切
り
取
り
」
は
、
本
来
絵
画
の
役
割
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ

を
詩
の
方
が
先
に
や
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
集
中
性
」
に
つ
い
て
は
、
謝
眺
の
詩
が
そ
れ
を
よ
く
示
す
こ
と
、
既

に

先
学
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
そ
れ
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う
。
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〔
1
1
）

　
興
膳
宏

氏
は
「
謝
眺
詩
の
拝
情
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
謝
眺
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。
謝
霊
運
は
「
あ
る
短
い
時
間
の
中
で
捉

え
た
一
個
所
の
風
景
で
は
な
く
、
ゆ
る
や
か
な
時
間
的
・
空
間
的
移
動
の
中
で
映
し
た
、
多
角
的
な
自
然
の
描
写
で
あ
る
」
。
そ
れ

に
対
し
、
謝
眺
は
「
巨
視
的
な
眼
で
追
っ
て
い
た
カ
メ
ラ
が
、
ふ
と
そ
の
中
の
一
点
に
む
か
っ
て
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
を
絞
っ
て
ゆ
く
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
　

う
な
収
敏
の
手
法
」
を
と
り
、
「
短
い
時
間
へ
の
収
敏
の
感
覚
を
示
す
」
と
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
収
敏
の
感
覚
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
我
々
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
「
室
内
風
景
詩
」
が
、
あ
る
意
味
で
そ
の
ひ
と
つ

の

先
駆
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
逆

に
、
絵
画
は
時
間
が
と
ま
っ
て
い
る
。
空
間
芸
術
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
は
風
景
詩
に
お
い
て
、
そ
の
言
語
芸
術
（
時
間
芸

術
）
と
し
て
の
特
性
を
抜
け
出
し
て
、
時
間
を
止
め
に
か
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
絵
画
へ
の
歩
み
寄
り
で
あ
る
と
も
い

え

る
。
逆
に
絵
画
は
、
そ
の
空
間
芸
術
の
特
性
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
、
自
分
の
中
に
時
間
的
広
が
り
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
。

そ
の

一
つ
の

試
み
が
「
図
巻
」
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
異
時
同
図
法
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
詩
の
方
か
ら
の
「
風

景
詩
」
の
発
達
に
よ
り
、
本
来
の
性
格
を
気
づ
か
さ
れ
た
絵
画
は
、
北
宋
期
に
至
り
、
詩
と
の
融
合
に
よ
り
、
新
た
に
再
生
し
た
と

い

っ

て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
風
景
詩
は
、
絵
画
よ
り
も
絵
画
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　
の

ち
、
「
詩
画
一
如
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
詩
の
持
つ
時
空
の
広
が
り
を
表
現
し
え
た
絵
画
」
で
あ
り
、
「
絵
画
の
持
つ
時

空
の
集
中
性
を
表
現
し
え
た
詩
」
と
分
析
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
画
面
上
に
詩
が
書
き
加
え
ら
れ
れ
ば
、
両
者
の
長
所
を
文
字
通
り

融
合
さ
せ
た
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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二
　
風
景
詩
の
空
間

　
前
章
に
お
い
て
、
風
景
詩
の
持
つ
時
間
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
は
風
景
詩
の
持
つ
「
空
間
性
」
に
し
ば
ら
く
注
目
す
る
。

端

的
に
言
え
ば
、
風
景
詩
は
、
こ
の
「
光
」
と
「
風
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
遠
・
近
」
に
ふ
り
わ
け
る
こ
と
に
よ

り
、

詩
の
中
に
「
空
間
」

涼
風
起
将
夕

夜
景
湛
虚
明

昭

昭
天
宇
闇

晶
晶
川
上
平

白
日
論
西
阿

素
月
出
東
嶺

遥
遥
万
里
輝

蕩
蕩
空
中
景

風
来
入
房
戸

夜
中
枕
席
冷

気
変
悟
時
易

を
作
り
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
代
表
と
い
え
る
の
が
、
陶
淵
明
で
あ
る
。

　
涼
風
　
将
に
夕
な
ら
ん
と
す
る
に
起
り

　
夜
景
　
虚
明
を
湛
ふ

　

昭
昭
と
し
て
天
宇
闊
く

　
晶
晶
と
し
て
川
上
は
平
ら
か
な
り

　

（陶
淵
明
　
辛
丑
歳
七
月
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗
中
『
箋
註
陶
淵
明
集
』

　
白
日
　
西
阿
に
論
み

　
素
月
　
東
嶺
に
出
づ

　
遥
遥

と
し
て
万
里
輝
き

　
蕩

蕩
た
る
空
中
の
景

　
風
来
り
て
房
戸
に
入
り

　
夜
中
　
枕
席
冷
ゆ

　
気
変
じ
て
時
の
易
る
を
悟
り

巻
三
）
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不
眠

知
夕
永
　
　
　
　
眠
ら
ず
し
て
夕
べ
の
永
き
を
知
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陶
淵
明
　
雑
詩
其
二
　
同
右
巻
四
）

　
風

を
感
じ
て
い
る
当
人
の
存
在
、
が
ま
ず
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
風
を
「
涼
」
と
し
「
冷
」
と
し
、
作
者
の
温
度
感
覚
を
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
気
の
存
在
が
「
身
体
感
覚
」
を
と
も
な
っ
て
読
者
に
う
っ
た
え
る
。
そ
こ
で
は
、
作
者
の
位
置
を
、
単
に
ま
わ
り

に

配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
、
説
明
的
に
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
当
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
温
度
感
覚

と
い
う
、
身
体
的
な
、
当
人
に
よ
り
直
接
的
な
感
覚
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
作
者
の
存
在

が

与
え
ら
れ
た
あ
と
、
作
者
は
遠
い
「
光
」
を
見
る
。
読
者
は
、
こ
の
温
度
感
覚
を
作
者
と
共
有
し
、
そ
の
作
者
の
位
置
を
、
身
体

感

覚
と
い
う
直
接
性
を
も
っ
て
共
有
す
る
。
そ
の
後
、
遠
く
の
光
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
一
気
に
そ
の
身
体
感
覚
は
広
が
っ
て
い
く

の

で

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
気
」
を
媒
介
に
し
た
広
が
り
で
あ
り
、
「
気
」
に
み
た
さ
れ
た
広
が
り
の
知
覚
で
あ
る
。
（
引
用
し
た
詩
の

う
ち
、
後
者
は
「
光
↓
風
」
と
い
う
、
逆
の
構
造
を
と
る
。
）

　

さ
て
こ
こ
で
、
「
風
景
」
の
よ
み
か
た
に
よ
る
、
「
気
の
広
が
り
」
の
形
成
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
「
気
の
広
が
り
」
と

は
、
「
空
間
」
と
い
う
現
代
語
に
似
通
う
。
が
、
そ
も
そ
も
「
か
ら
っ
ぽ
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
気
」
を
考
え
る
と
、
（
可
視
世
界
に

限
定
し
た
）
現
実
の
世
界
で
は
考
え
に
く
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
空
間
と
い
う
概
念
は
存
在
せ
ず
、
「
気
が
つ
ま
っ
た

た
て
よ
こ
た
か
さ
と
時
間
」
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
陶
淵
明
に
お
い
て
は
、
そ
の
充
満
し
た
気
を
う
た
う
こ
と

に

よ
っ
て
、
気
の
広
が
り
（
気
間
と
で
も
い
う
べ
き
か
）
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
先
に

も
ど
っ
て
、
「
風
景
」
が
セ
ッ
ト
で
う
た
わ
れ
た
、
一
連
の
パ
タ
ー
ン
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
「
部
屋
に
さ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

こ
む
風
と
光
」
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
陶
淵
明
の
詩
に
お
い
て
は
、
こ
の
光
の
ほ
う
が
屋
外
へ
出
て
い
っ
て
い
る
。
こ
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れ

に
よ
り
、
部
屋
の
中
の
、
自
分
の
身
体
を
中
心
に
し
た
小
さ
な
気
の
広
が
り
か
ら
、
光
が
外
に
出
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
大
き
な

気
の

広
が

り
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
陶

淵
明
の
詩
が
「
空
間
的
な
広
が
り
」
を
持
つ
こ
と
は
、
既
に
先
学
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
戸
倉
英
美
氏
は
「
漢

　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
4
｝

魏
六

朝
詩
の
空
間
表
現
」
で
、
漢
賦
は
体
言
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
た
障
壁
画
的
自
然
、
院
籍
は
孤
独
な
空
虚
な
空
間
、
西
晋
が
再
び

障
壁
画
的
自
然
で
、
陶
淵
明
だ
け
が
異
質
な
「
前
後
左
右
に
余
白
の
あ
る
」
空
間
を
持
ち
、
謝
霊
運
は
再
び
障
壁
画
的
自
然
と
明
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
5
　

に
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
謝
霊
運
が
、
「
光
」
を
う
た
う
こ
と
に
力
を
入
れ
た
こ
と
は
既
に
小
川
環
樹
氏
が
説
か
れ
る
こ
と
だ
が
、

戸

倉
氏
は
続
け
て
、
「
光
、
香
り
、
つ
や
、
し
か
と
は
捉
え
難
い
様
々
の
自
然
の
気
配
を
描
こ
う
と
す
る
動
き
」
、
そ
れ
を
「
六
朝
的

「
風

景
」
に
対
す
る
感
覚
」
と
よ
び
、
そ
の
感
覚
を
「
山
や
水
と
い
う
大
き
な
自
然
全
体
に
及
ぼ
そ
う
と
し
た
も
の
」
が
謝
霊
運
の

山
水
詩
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
戸
倉
氏

は
、
こ
の
「
ぼ
ん
や
り
と
し
た
、
輪
郭
の
な
さ
」
に
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
本
稿
は
、
風
景
と
い
う

「
気
の

広
が
り
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
室
内
風
景
詩
の
風
景
の
広
が
り
の
結
果
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
「
行
旅
詩
」
の
も
つ
空
間
性
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

山
水
詩
の
先
行
形
態
と
さ
れ
る
「
遊
仙
・
招
隠
」
に
つ
い
て
は
先
に
少
し
触
れ
た
が
、
こ
の
行
旅
詩
も
、
も
う
一
つ
の
先
行
形
態

で

あ
る
。
こ
．
の
「
行
旅
」
は
、
五
代
北
宋
期
の
山
水
画
が
、
し
ば
し
ば
山
中
に
旅
行
す
る
人
物
を
小
さ
く
描
く
と
い
う
「
行
旅
図
形

式
」
を
と
る
こ
と
か
ら
も
、
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
ま
た
、
謝
霊
運
の
「
山
水
詩
」
は
、
『
文
選
』
に
お
い
て
は
「
遊
覧
」
と

と
も
に
「
行
旅
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
ま
ず
、
謝
霊
運
に
限
ら
ず
、
「
行
旅
詩
」
も

風
景
を
う
た
う
こ
と
を
し
ば
ら
く
確
認
し
て
お
こ
う
。
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清
氣
露
岳
陽

曽
暉
薄
瀾
襖

棲
　
自
遠
風

傷
哉
千
里
目

　
少

な
く
と
も
こ
の
部
分
だ
け
と
れ
ば

し
て
、
五
代
北
宋
の
行
旅
図
形
式
の
山
水
画
は
、

実
際
の

と
こ
ろ
、
人
物
が
非
常
に
小
さ
い
の
で
、

　

こ
こ
で
ふ
た
た
び
「
身
体
性
」

を
う
た
う
こ
と
は
、
そ
の

こ
の
行
旅
図
に
お
い
て
も
、

山
水
は
、
ど
う
も
彼
ら
に
は
な
じ
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

覚
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
と
な
っ
て
、

「
身
体
性
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
山
水
画
に
は
つ
い
て
ま
わ
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
↓
方
で
、
「
風
景
詩
」
の
発
達
が
進
む
。
室
内
の
風
景
詩
か
ら
、
や
が
て
視
線
が
外
に
（
山
水
に
）
向
け
ら
れ
て
い
き
、
風
景
詩

は

大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
「
行
旅
詩
」
を
考
え
た
場
合
、
そ
こ
に
作
者
の
「
身
体
感
覚
」
が
伴
う
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。

清
気
　
岳
陽
に
舞
れ

曽
暉
　
瀾
襖
に
薄
る

懐
し
き
　
　
遠
き
自
り
す
る
風

傷
し
き
哉
　
千
里
の
目

（顔
延
年
　
始
安
郡
還
都
与
張
湘
州
登
巴
陵
城
楼
作
『
文
選
』
巻
二
十
七
）

　
　
　
　

　
「
風
景
詩
」
と
も
十
分
呼
び
う
る
わ
け
で
、
山
水
画
の
モ
チ
ー
フ
と
は
十
分
な
り
得
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
『
文
選
』
の
分
類
に
従
え
ば
、
「
主
題
」
は
「
行
旅
」
な
の
で
あ
る
。
が
、
確
か
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　

山
水
画
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

に
注
目
し
て
み
よ
う
。
単
に
形
象
（
視
覚
対
象
）
と
し
て
の
山
水
を
う
た
う
の
で
は
な
く
、
風
景

「
室

内
」
に
お
け
る
風
景
描
写
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
身
体
性
」
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

画

中
人
物
の
身
体
性
が
画
面
内
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
純
粋
な
視
覚
対
象
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
純
粋
に
視
覚
的
に
、
視

　
　
　

「
純
粋
な
」
山
水
画
が
登
場
す
る
」
と
我
々
は
つ
い
考
え
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
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山
水
画
の
歴
史
は
、
「
行
旅
詩
の
身
体
性
」
を
画
面
に
求
め
て
「
行
旅
図
」
の
形
式
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
風
景
詩
の
身
体
性
」

を
画
面
に
求
め
て
、
「
風
と
光
」
の
表
現
を
、
画
面
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。

　
見
方
を
変
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
風
景
詩
の
も
つ
身
体
性
の
う
ち
、
絵
画
に
不
得
手
な
の
は
「
温
度
感
覚
」
で
あ
る
。
そ

れ

を
克
服
し
、
絵
画
に
身
体
性
を
賦
与
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
の
は
、
画
中
人
物
で
あ
っ
た
。
人
物
の
身
体
の
「
形
象
」
を
描

く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
性
質
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
絵
画
の
専
売
特
許
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
形
象
と
風
景

　
郭
煕

は
、
「
居
る
べ
き
山
水
」
を
描
く
こ
と
を
求
め
た
。
山
水
画
は
そ
の
は
じ
め
、
宗
柄
に
よ
れ
ば
、
居
る
べ
き
山
水
に
い
る
こ

と
の
で
き
ぬ
人
間
の
身
体
の
制
限
に
基
づ
き
、
製
作
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
そ
の
場
に
存
在
す
る
」
こ
と
を
、
絵
画
と
い
う
「
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
7
｝

象
」
に
よ
っ
て
代
替
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
山
水
詩
も
、
か
く
の
ご
と
き
「
居
る
べ
き
山
水
」
を
も
と
め
た
や
も
し
れ
ぬ
。

そ

の

際
、
「
形
象
」
を
直
接
に
は
（
形
象
に
よ
っ
て
は
）
描
け
な
い
詩
と
い
う
藝
術
は
、
言
葉
を
駆
使
し
て
、
形
象
を
「
陳
列
す

る
」
、
つ
ま
り
「
賦
」
の
ご
と
き
、
（
前
出
戸
倉
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
障
壁
画
的
な
）
詩
が
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
形
象
が
感
覚
に

訴
え

る
も
の
を
直
接
形
象
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
、
絵
画
は
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
重

要
な
こ
と
は
、
彼
ら
の
頭
の
中
で
は
、
そ
も
そ
も
、
「
形
象
で
表
せ
な
い
も
の
を
表
す
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
の

で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
絵
画
を
形
似
で
評
価
す
る
の
は
児
童
の
ご
と
き
見
解
」
と
す
る
蘇
東
披
を
待
つ
ま

で

も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
形
象
無
視
（
形
象
自
体
に
は
重
き
を
お
か
な
い
態
度
）
は
、
「
言
不
尽
意
」
の
如
く
、
．
根
は
深
い
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と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
『
韓
非
子
』
に
、
「
犬
馬
は
難
し
く
、
鬼
魅
は
易
し
い
」
と
さ
れ
た
こ
ろ
の
、
単
な
る

「
技

術
」
と
し
て
の
絵
画
と
訣
別
す
る
立
場
を
と
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
「
形
象
無
視
」
こ
そ
、
絵
画
を
絵
画
と
し
て
成
立
せ
し

め
る
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。

昏
旦
変
気
候

山
水
含
清
暉

清
暉
能
娯
人

遊
子
憺
忘
帰

謝
霊
運
が
山
水
詩
に

説

か
れ

る
如
く
で
あ
る
。

る
」
と
い
う
場
合
、
「
形
象
」

　
彼

ら
は
山
水
の
形
象
に
興
味
を
示
し
た
の
で
は
な
く
、

暉
」
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

れ

は
、
山
水
の
形
象
を
愛
し
た
の
で
は
な
い
。

　
　
聖
人

は

道
を
含
み
物
を
暎
す
。
賢
者
は
懐
を
澄
ま
せ
て
像
を
味
は
ふ
。
山
水
に
至
り
て
は
質
は
有
、
趣
は
霊
な
り
。
是
を
以
て

　
　
軒
韓
・
尭
・
孔
・
広
成
・
大
随
・
許
由
・
孤
竹
の
流
は
、
必
ず
腔
桐
・
具
茨
・
貌
姑
・
箕
・
首
・
大
・
蒙
の
遊
び
あ
り
。
又
た

　
　
仁

智
の
楽
し
み
と
称
す
。
夫
れ
聖
人
は
神
を
以
て
道
に
法
り
、
而
し
て
賢
者
は
通
ず
。
山
水
は
形
を
以
て
道
に
媚
び
、
而
し
て

　

昏
旦
　
気
候
を
変
じ

　

山
水
　
清
暉
を
含
む

　

清
暉
　
能
く
人
を
娯
し
ま
せ

　

遊
子
　
憺
ら
ぎ
て
帰
る
を
忘
る

　
　
（
謝
霊
運
　
石
壁
精
舎
還
湖
中
作
『
文
選
』
巻
二
十
二
）

「
清
」
を
好
ん
で
用
い
る
こ
と
、
小
尾
郊
一
氏
が
前
掲
『
中
国
文
学
に
現
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
に
お
い
て

し
か
し
、
彼
ら
が
山
水
を
愛
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
彼
ら
は
「
山
水
を
愛
す

　

　
と
し
て
の
山
水
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
風
景
」
に
興
味
を
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
形
象
で
は
な
く
、
「
清

　
　
　
　
　
　

宗

柄
が
山
水
を
描
い
た
の
も
、
山
水
と
い
う
「
形
象
」
を
描
い
た
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
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仁
者
は

楽
し
む
。
亦
た
幾
か
ら
ず
や
。
（
画
山
水
序
）

　

こ
こ
に
、
「
味
像
」
あ
る
い
は
「
以
形
媚
道
」
と
あ
る
の
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
宗
柄
が
形
象
を
愛
し
た
と
考
え
る
素
地
は
あ

る
。
し
か
し
、
ま
ず
第
一
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
も
宗
柄
が
本
来
の
意
味
を
見
い
だ
す
の
は
「
道
」
で
あ
り
、
「
形
あ
る
存

在
」
で
あ
る
山
水
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
を
「
弁
明
」
し
て
い
る
と
い
う
要
素
の
存
在
で
あ
る
。
山
水
を
楽
し
む
こ
と
を
、
「
聖
人
・

仁
智
」
に
か
こ
つ
け
て
述
べ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
の
意
図
を
仮
に
差
し
引
い
て
も
、
こ
こ
か
ら
宗
柄
が
山
水
の
形
象
を
愛
し
て
い

た

と
考
え
る
の
は
難
し
か
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
、
山
水
画
は
「
実
際
に
行
け
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
の
代
替
物
」
で
あ
り
、
山
水

画

を
眺
め
る
最
大
の
理
由
は
「
神
を
暢
ば
す
」
二
画
山
水
序
」
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
山
水
画
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
形

象
で
は
な
く
、
「
非
形
象
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
非
形
象
的
な
も
の
が
求
め
ら
れ
た
」
か
ら
こ
そ
、
山

水
画
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
構
造
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
先
の
「
清
」
を
尊
ぶ
謝
霊
運
を
代
表
と
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
清
暉
な
る
山
水
の
気
候
」
、
つ
ま
り
「
清
く
明

る
い
（
月
の
）
光
と
（
肌
に
感
ず
る
）
風
」
が
表
さ
れ
て
い
る
事
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
絵
画
技
術
の
面
か
ら
も
そ
れ
は
と
う

て
い

成

し
遂
げ
ら
れ
る
段
階
に
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
画
家
の
意
識
と
し
て
も
、
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
ま
だ
な

か

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
山
水
を
描
い
て
も
、
そ
れ
は
単
に
「
山
水
の
形
象
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
「
清
暉
な
る

山
水
の
気
候
」
が
現
れ
る
の
は
、
北
宋
期
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
彼

ら
が
山
水
画
に
求
め
た
も
の
は
、
「
風
景
」
で
あ
っ
た
。
郭
煕
が
「
居
る
べ
き
山
水
」
と
い
っ
た
の
も
、
結
局
は
そ
こ
に
結
び

つ

く
。
あ
る
い
は
米
帝
が
「
一
片
の
江
南
」
と
い
っ
た
董
源
の
山
水
に
関
し
て
も
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
江
南
の
「
風
景
」

で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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注（
1
）
　
山
水
の
変
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
米
澤
嘉
圃
「
山
水
の
変
と
騎
象
鼓
楽
図
の
画
風
」
（
『
中
国
絵
画
史
研
究
　
山
水
画
論
』
（
一
九
六

　
　
一
・
東
京
）
所
収
）
参
照
。

（
2
）
　
　
「
立
命
館
文
学
」
二
六
四
ー
二
六
五
号

（
3
）
　
一
九
六
二
・
東
京

（
4
）
　
同
氏
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
（
一
九
八
四
・
京
都
）
所
収

（
5
）
　
同
氏
「
謝
霊
運
の
「
初
去
郡
」
に
つ
い
て
ー
小
尾
教
授
へ
」
（
「
中
国
中
世
文
学
研
究
」
六
）

（
6
）
　
同
氏
「
六
朝
詩
人
の
風
景
観
」
（
「
集
刊
東
洋
学
」
五
十
一
）
。
ま
た
、
『
中
国
美
学
史
』
は
、
魏
晋
時
代
の
山
水
に
対
す
る
態
度
を
、
「
以

　
　
玄
対

山
水
」
か
ら
「
以
仏
対
山
水
」
の
発
展
過
程
と
と
ら
え
て
い
る
。
（
李
澤
厚
・
劉
綱
紀
主
編
『
中
国
美
学
史
』
第
二
巻
下
（
一
九
八

　
　

七
・
北
京
）
五
百
九
頁
）

（
7
）
　
文
学
に
お
い
て
、
単
に
「
山
水
の
持
つ
意
味
」
あ
る
い
は
「
山
水
に
身
を
お
く
意
味
」
か
ら
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
成
立
の
事
情
を
考
察

　
　

し
た
注
目
す
べ
き
指
摘
と
し
て
、
興
膳
宏
氏
と
、
小
南
↓
郎
氏
の
意
見
が
あ
る
。
興
膳
氏
は
、
『
文
心
離
龍
』
か
ら
「
心
と
物
と
の
相
即
的

　
　
関
係
」
を
抽
出
し
、
そ
の
早
い
例
と
し
て
謝
霊
運
の
「
山
水
と
の
対
話
を
通
し
て
の
思
索
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
（
「
文
心
離
龍
の
自
然
観

　
　

照
」
（
同
氏
『
中
国
の
文
学
理
論
』
（
一
九
八
八
・
東
京
）
所
収
）
）
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
山
水
詩
は
、
「
「
彬
結
を
化
す
」
べ
き
自
然
を
よ

　
　

り
多
く
対
象
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
然
に
よ
っ
て
「
欝
結
を
化
さ
れ
た
」
心
を
よ
り
多
く
対
象
と
す
る
か
の
い
ず
れ
か
」
だ
っ
た
が
、
謝

　
　
霊

運
の

場
合
は
、
上
記
の
如
き
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
小
南
氏
は
、
「
自
然
の
中
に
生
活
を
す

　
　
れ
ば

自
然
を
描
写
し
た
詩
句
が
生
ま
れ
る
、
と
い
っ
た
単
純
な
構
造
で
文
学
作
品
が
産
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
：
：
・
・
い
わ
ゆ
る
自
然

　
　
詩
人
た

ち
が
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
意
味
で
都
市
文
明
的
な
も
の
を
背
後
に
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
に
対
し
て
い
く
ば
く
な
り
と
も
異
な
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っ

た
位
相
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
然
描
写
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
：
：
：
し
か
し
ま
た
完
全
に
自
然
か
ら
自
由
に
な
っ
て
し
ま

　
　
っ
た
精
神
に
は
自
然
描
写
が
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
（
同
氏
『
中
国
詩
文
選
・
楚
辞
』
（
一
九
七
三
・
東
京
）
）

（
8
）
　
六
朝
芸
術
論
に
お
け
る
気
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
六
朝
芸
術
論
に
お
け
る
気
の
問
題
」
（
「
東
方
学
報
」
京
都
第
六
十
九
冊
掲
載
予
定
）
を

　
　
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
　
こ
こ
に
、
特
に
「
遊
仙
」
「
招
隠
」
の
二
つ
の
詩
を
挙
げ
た
の
は
、
小
尾
郊
一
氏
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
こ
の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
「
山

　
　
水
詩
」
の
先
駆
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
間
的
広
が
り
は
、
こ
こ
に
う
た
わ
れ
る
場
所
が
、
「
遊
仙
」
「
招
隠
」
の
場

　
　
所

と
し
て
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
特
定
の
時
間
で
な
く
、
よ
り
広
い
時
間
の
ひ
ろ
が
り
の
中
で
の
描
写
を
目
指
し
た
も

　
　
の

で
あ
ろ
う
。

（
1
0
）
　
　
「
新
唐
詩
選
前
編
」
杜
甫
（
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
十
一
巻
・
一
九
六
八
・
東
京
）

（
H
）
　
　
「
東
方
学
」
三
十
九

（
1
2
）
　
さ
ら
に
、
以
下
の
諸
氏
の
謝
眺
の
分
析
を
参
照
。
井
波
律
子
氏
は
「
謝
眺
詩
論
」
（
「
中
国
文
学
報
」
三
十
）
に
お
い
て
、
謝
眺
の
「
風

　
　

景
」
を
、
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。
ま
ず
、
謝
眺
の
「
風
」
の
捉
え
方
は
、
彼
の
「
事
象
の
待
機
の
美
学
」
、
彼
の
感
性
そ
の
も
の
に
あ

　
　

る
待
機
の
姿
勢
・
受
動
性
を
示
す
。
次
に
光
に
関
し
て
は
、
特
有
の
温
度
感
覚
、
特
に
「
つ
め
た
さ
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
、
「
ひ
た
す
ら
冷

　
　
涼
の

方
向
へ
傾
く
の
み
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
小
尾
郊
一
氏
は
、
謝
霊
運
を
北
画
に
、
謝
眺
を
南
画
に
例
え
て
、
黒
白
の
線
の
鮮
明

　
　
不
鮮
明

で
対

比
さ
れ
た
（
前
出
『
中
国
文
学
に
現
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
）
。
ま
た
、
森
野
繁
夫
氏
は
、
そ
れ
を
受
け
て
、
謝
眺
の
特
徴
を

　
　
「
ぼ
か
し
」
に
見
、
さ
ら
に
「
風
景
」
に
関
し
て
は
、
「
時
間
と
と
も
に
微
妙
に
変
化
す
る
日
の
輝
き
と
風
の
光
を
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
文

　
　
字
の

上

に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
謝
眺
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
（
同
氏
『
謝
宣
城

　
　
詩
集
』
（
一
九
九
一
・
東
京
）
解
説
）

（
1
3
）
　
風
は
身
体
感
覚
と
密
着
し
て
い
る
か
ら
外
に
出
よ
う
も
な
い
が
。
無
論
、
風
を
視
覚
的
に
詠
め
ば
風
も
光
も
外
に
出
る
。
こ
れ
は
よ
り
絵

　
　
画
的
な

表
現
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
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寒
郊
無
留
影

秋

日
懸
清
光

悲
風
梼
重
林

雲
霞
粛
川
濫

　
　
な
ど
が
そ
の
例
だ
が
、

（
1
4
）
　
　
『
詩
人
た
ち
の
時
空
』

　
　
化
」
（
「
中
国
ー
社
会
と
文
化
」

（
1
5
）
　
同
氏
「
六
朝
詩
人
の
風
景
観
」

（
1
6
）
　
　
『
五
代
名
画
補
遺
』

　
　
旅

図
」
を
こ
こ
に
収
め
る
。

　
　
の
論
考
を
参
照
。

　
　
冊
）
）

（
1
7
）
　
山
水
画
が
、
そ
の
実
際
の
存
在
の
代
替
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
物
以
上
の
価
値
を
絵
画
に
見
い
だ
そ
う
と
い
う
動
き
へ
の
変
化
に
関

　
　
す

る
指
摘
が
、
浅
見
洋
二
氏
に
あ
る
。
同
氏
「
中
晩
唐
詩
に
お
け
る
風
景
と
絵
画
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
四
十
四
集
）
を
参
照
。

寒
郊
　
留
影
無
く

秋

日
　
清
光
を
懸
く

悲
風
　
重
林
を
模
ま
せ

雲
霞
　
川
の
濫
を
粛
く
す

　

（江
滝
　
　
「
望
荊
山
」
『
文
選
』
巻
二
七
）

　
　
し
ば
ら
く
こ
こ
で
は
、
「
身
体
感
覚
」
に
直
結
し
た
空
間
性
を
問
題
に
す
る
。

　
　
　

（
一
九
八
八
・
東
京
）
な
お
、
同
氏
「
風
景
の
誕
生
と
そ
の
崩
壊
ー
文
学
表
現
か
ら
み
た
自
然
の
見
方
の
変

　
　
　
　
　

第
八
号
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（
「
集
刊
東
洋
学
」
五
十
）

　
　
『
聖
朝
名
画
評
』
『
図
画
見
聞
誌
』
『
宣
和
画
譜
』
な
ど
、
山
水
画
の
発
展
期
の
画
史
は
み
な
山
水
門
を
た
て
て
、
「
行

　
　
　
　
な
お
、
行
旅
図
形
式
の
山
水
画
と
、
そ
の
郭
煕
の
「
居
る
べ
き
山
水
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
曽
布
川
寛
氏

（
同
氏
「
五
代
北
宋
初
期
山
水
画
の
一
考
察
ー
荊
浩
・
関
全
・
郭
忠
恕
・
燕
文
貴
1
」
二
東
方
学
報
」
京
都
第
四
十
九

一 154一


