
水
の
な
か
の
何
か
　
　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

四
一

水
の
な
か
の
何
か
　
　 

　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

水
津
有
理
　
　

王
安
石
に
は
詩
中
の
一
句
を
そ
の
ま
ま
詩
題
と
し
た
五
言
古
詩
の
一
群
が
あ
り
、
清
水
茂
氏
は
こ
れ
を
「
お
そ
ら
く
文
選
巻
二
九

の
古
詩
十
九
首
に
擬
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
的
に
は
、
む
し
ろ
叙
景
と
理
く
つ
と
情
緒
が
い
り
ま
じ
っ
た
宋
詩
の
詩
風
が
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る纊
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
散
髮
一
扁
舟褜
」
は
そ
う
し
た
作
品
群
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
と
と

も
に
、
六
朝
以
来
描
き
継
が
れ
て
き
た
「
水
中
に
映
る
景
」
を
表
現
の
中
核
に
置
く
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

作
中
に
描
か
れ
る
の
は
、
船
上
に
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
す
詩
人
が
水
底
は
る
か
に
眺
め
た
銀
河
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
立
ち
現
れ

た
類
稀
な
美
の
世
界
は
、
水
の
な
か
に
横
た
わ
る
影
、
光
を
含
ん
で
滴
り
落
ち
る
露
、
静
謐
の
な
か
に
響
く
音
な
き
歌
弦
の
調
べ
な

ど
で
表
現
さ
れ
、
眼
前
に
あ
り
な
が
ら
も
忽
ち
消
え
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
も
の
、
複
雑
な
陰
影
を
も
つ
繊
細
な
情
景
と
し
て
描

か
れ
る
。「
水
中
に
映
る
影
を
愛
し
た鍈
」
と
評
さ
れ
る
王
安
石
は
水
の
な
か
に
何
を
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
に
と
っ
て
、
水
中
に

さ
か
さ
ま
に
映
る
影
、「
水
中
の
倒
影
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、「
倒
影
」「
俯
映
」「
俯
見
」

「
涵
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
「
倒
影
」
表
現
の
系
譜
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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四
二

王
安
石
「
散
髮
一
扁
舟
」

散
髮
一
扁
舟
　
　
散
髪 

一
扁
舟

夜
長
眠
屢
起
　
　
夜
長
く
し
て 

眠
り
屢
し
ば
起
く

秋
水
瀉
明
河
　
　
秋
水
に
明
河
瀉
ぎ

迢
迢
藕
花
底
　
　
迢
迢
た
り 

藕
花
の
底

愛
此
露
的
皪
　
　
此
の
露
の
的
皪
た
る
を
愛
し

復
憐
雲
綺
靡
　
　
復
た
雲
の
綺
靡
た
る
を
憐
れ
む

諒
無
與
弦
歌
　
　
諒
に
与
に
弦
歌
す
る
も
の
無
け
れ
ど
も

幽
獨
亦
可
喜
　
　
幽
独
も
亦
た
喜
ぶ
べ
し

王
安
石
は
晩
年
、
金
陵
（
現
在
の
南
京
）
の
街
と
郊
外
の
鍾
山
の
あ
い
だ
に
住
ま
い
を
か
ま
え
て
隠
棲
し
た
。
冒
頭
に
「
官
を
辞
し
、

小
船
に
乗
っ
て
」
と
う
た
わ
れ
る
こ
の
作
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
隠
棲
後
の
作
で
あ
ろ
う
。
詩
題
を
兼
ね
た
第
一
句
は
李
白
の
「
人

生 

世
に
在
り
て
意
に
称
わ
ざ
れ
ば
、
明
朝 

髪
を
散
じ
て
扁
舟
を
弄
せ
ん
（
人
生
在
世
不
稱
意
、
明
朝
散
髮
弄
扁
舟
）」（「
宣
州
謝
朓
樓
餞
別

校
書
叔
雲銈
」
）
を
踏
ま
え
た
も
の
。
詩
人
は
あ
る
眠
ら
れ
ぬ
秋
の
夜
、
ひ
と
り
で
舟
を
漕
ぎ
出
す
。
李
白
の
原
詩
に
お
い
て
「
明
日
こ

そ
は
」
と
い
わ
れ
る
「
散
髪
」、
冠
を
外
し
て
結
っ
た
髪
を
ほ
ど
き
、
官
を
辞
す
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
す
で
に
既
成
事
実
で
あ
り
、
自

由
の
天
地
を
め
ざ
す
象
徴
的
表
現
で
あ
る
「
扁
舟
」
が
、
現
実
の
所
作
・
行
動
で
あ
る
点
が
面
白
い
。
詩
人
の
眠
り
を
妨
げ
る
も
の

が
何
な
の
か
が
作
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、「
古
詩
十
九
首
（
其
十
九蓜
）」「
明
月 

何
ぞ
皎
皎
た
る
、
我
が
羅
の
床
幃
を

照
ら
す
。
憂
愁 

寐
ぬ
る
能
わ
ず
、
衣
を
攬
り
て
起
ち
て
徘
徊
す
（
明
月
何
皎
皎
、
照
我
羅
床
幃
。
憂
愁
不
能
寐
、
攬
衣
起
徘
徊
）」
以
後
、



水
の
な
か
の
何
か
　
　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

四
三

人
が
皆
寝
静
ま
る
夜
に
眠
れ
ぬ
人
の
形
象
は
、
胸
中
の
愁
い
を
い
い
だ
す
常
套
的
な
手
法
で
あ
り俉
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
あ
る

種
の
悔
恨
や
愁
い
の
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
の
四
句
に
描
か
れ
る
の
は
、
夜
に
ひ
と
り
漕
ぎ
出
し
た
詩
人
が
眼
前
に
と
ら
え
た
佳
景
で
あ
る
。
秋
の
水
に
「
明
河
」、
す
な
わ

ち
銀
河
が
注
ぎ
、
水
面
を
覆
う
蓮
花
の
下
は
る
か
に
さ
か
さ
ま
の
天
が
横
た
わ
る
（
第
三
句
・
第
四
句
）。
晋
・
潘
岳
が
「
秋
興
賦
」 

に炻

「
秋
水
の
涓
涓
た
る
に
澡
ぐ
（
澡
秋
水
之
涓
涓
兮
）」
と
う
た
っ
た
よ
う
に
、「
秋
水
」
は
し
ば
し
ば
そ
の
清
く
澄
ん
だ
「
涓
涓
」
た
る
さ

ま
を
称
さ
れ
る
も
の
。「
迢
迢
」
の
語
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
古
詩
十
九
首
（
其
十昱
）」
の
「
迢
迢
た
り 

牽
牛
星
（
迢
迢
牽
牛
星
）」
を

踏
ま
え
、
遠
く
は
る
か
な
さ
ま
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
ふ
と
み
れ
ば
、
蓮
の
上
に
結
ぶ
露
は
光
を
含
ん
で
揺
れ
、
そ
の
滴
る
露
に
微

か
に
揺
れ
る
水
面
に
は
、
た
な
び
く
雲
の
あ
や
模
様
ま
で
が
映
り
こ
ん
で
い
る
（
第
五
句
・
第
六
句
）。
詩
人
は
「
愛
此
」「
復
憐
」
と

こ
と
ば
を
重
ね
る
こ
と
で
、
こ
の
清
ら
か
な
景
に
心
を
奪
わ
れ
、
時
を
忘
れ
て
み
つ
め
る
自
ら
の
す
が
た
を
描
き
出
し
て
い
る
よ
う

だ
。「
的
皪
」
は
き
ら
き
ら
と
輝
く
露
の
形
容
。
晋
・
左
思
は
こ
の
語
を
「
丹
藕 

波
を
凌
い
で
的
皪
た
り
（
丹
藕
凌
波
的
皪
）」（「
魏
都

賦棈
」
）
と
用
い
て
、
水
に
照
り
映
え
る
蓮
の
あ
で
や
か
な
美
し
さ
を
表
現
し
、
唐
・
韋
應
物
は
水
晶
の
透
明
な
美
を
「
持
ち
来
り
て
明

月
に
向
か
え
ば
、
的
皪
と
し
て
愁
い
の
水
と
成
る
が
ご
と
し
（
持
來
向
明
月
、
的
皪
愁
成
水
）」（「
詠
水
晶鋹
」
）
と
述
べ
て
、
月
光
を
含
ん

だ
そ
の
き
ら
め
き
に
し
っ
と
り
と
し
た
愁
い
の
情
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
せ
た
。
王
安
石
に
は
ま
た
「
池
塹 

秋
水
浄
く
、
扁
舟 

涼
飆
を

溯
る
。
的
皪
た
り 

荷
上
の
珠
、
疏
星
の
揺
ら
ぐ
を
俯
映
す
（
池
塹
秋
水
淨
、
扁
舟
溯
涼
飆
。
的
皪
荷
上
珠
、
俯
映
疏
星
搖
）」（「
秋
夜
泛
舟

曻

」
）

の
詩
句
が
あ
り
、
空
に
散
ら
ば
る
星
を
映
し
、
光
を
含
ん
で
揺
ら
め
く
露
の
す
が
た
を
表
現
し
て
「
的
皪
」
の
語
に
い
っ
そ
う
複
雑

な
陰
影
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
四
句
は
、
秋
の
水
辺
を
舞
台
に
荷
花
の
美
を
愛
で
荷
上
の
珠
を
い
う
と
い
う
点
で
、
李
白
の
「
江
に

渉
り
て
秋
水
を
弄
し
、
此
の
荷
花
の
鮮
た
る
を
愛
す
。
荷
を
攀
い
て
其
の
珠
を
弄
す
れ
ば
、
蕩
漾
と
し
て
円
か
な
ら
ず
（
涉
江
弄
秋
水
、

愛
此
荷
花
鮮
。
攀
荷
弄
其
珠
、
蕩
漾
不
成
圓
）（「
擬
古
十
二
首
（
其
十
一彅
）」
）
を
想
起
さ
せ
る
が
、
李
白
の
景
が
あ
く
ま
で
眼
前
の
事
物
の
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四
四

鮮
や
か
な
美
を
描
こ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
露
を
置
く
蓮
の
下
は
る
か
に
横
た
わ
る
銀
河
を
配
し
た
王
安
石
の
景
は
、
事
物
の
向
こ

う
に
広
が
る
よ
り
大
き
な
世
界
、
日
常
と
は
位
相
の
異
な
る
別
の
世
界
の
存
在
を
予
感
さ
せ
る
。
月
の
あ
で
や
か
な
光
で
は
な
い
、

星
の
ま
た
た
き
。
微
か
な
光
を
含
ん
で
零
れ
る
露
。
水
底
は
る
か
に
映
る
銀
河
。
夜
の
水
に
影
を
落
と
す
空
の
雲
。
陰
影
に
よ
っ
て

か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
そ
の
景
は
、
忽
ち
の
う
ち
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
美
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
彼
方
に
感
じ
さ
せ
る
世
界
の
広
が

り
ゆ
え
に
、
あ
た
か
も
そ
の
一
瞬
を
永
遠
の
時
間
に
閉
じ
込
め
た
よ
う
な
静
か
な
風
格
さ
え
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
そ
の
美
を
共
に

賞
す
る
友
の
存
在
は
な
く
、
に
ぎ
や
か
な
楽
の
音
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
壊
れ
や
す
い
美
は
あ
る
い
は
「
幽
独丨
」
の
人
の
前
に
し

か
立
ち
現
れ
ぬ
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
詩
が
「
幽
独
も
亦
た
喜
ぶ
べ
し
」
の
語
で
閉
じ
ら
れ
る
の
は
そ
の
故
で
あ
ろ
う
か
。
第
七
句

は
楽
の
音
の
不
在
を
い
う
こ
と
で
、
却
っ
て
そ
こ
に
詩
人
の
耳
に
し
か
届
か
な
い
、
別
世
界
の
妙
な
る
調
べ
を
描
き
出
し
て
い
る
か

の
よ
う
だ
。

「
散
髪
」
に
始
ま
り
「
幽
独
」
に
終
わ
る
こ
の
作
品
は
、
さ
な
が
ら
王
安
石
の
引
退
宣
言
の
よ
う
で
あ
り
、
眼
前
の
美
に
沈
潜
す
る

そ
の
さ
ま
は
、
杜
甫
の
「
身
の
退
く
は
豈
に
官
を
待
た
ん
や
、
老
来 

苦
だ
静
た
る
を
便
と
す
。
…
此
れ
よ
り
扁
舟
を
具
し
、
年
を
弥

り
て
清
景
を
逐
わ
ん
（
身
退
豈
待
官
、
老
來
苦
便
靜
。
…
從
此
具
扁
舟
、
彌
年
逐
淸
景
）」（「
渼
陂
西
南
臺仡
」
）
の
語
を
思
わ
せ
る
。
杜
甫
が
小

船
を
あ
や
つ
っ
て
い
つ
ま
で
も
追
い
か
け
た
い
と
う
た
っ
た
「
清
景
」
は
、
王
安
石
に
と
っ
て
は
水
の
底
に
映
る
も
の
の
す
が
た
で

あ
っ
た
。
次
に
そ
の
表
現
の
系
譜
を
簡
単
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

六
朝
・
宋
の
謝
霊
運
に
「
組
を
張
り
て
倒
景
を
眺
め
、
筵
を
列
ね
て
帰
潮
を
矚
る
（
張
組
眺
倒
景
、
列
筵
矚
歸
潮
）」（「
從
游
京
口
北
固

應
詔仼
」
）
の
詩
句
が
あ
る
。
詩
は
謝
霊
運
が
宋
の
文
帝
に
つ
き
随
っ
て
京
口
の
北
固
山
に
遊
び
、
そ
の
命
で
作
ら
れ
た
も
の
。
先
に
挙

げ
た
二
句
は
、
一
行
が
山
上
に
幔
幕
を
張
り
、
筵
席
を
列
ね
て
水
に
映
る
山
影
や
長
江
の
帰
潮
を
眺
め
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
水



水
の
な
か
の
何
か
　
　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

四
五

に
映
る
景
が
古
く
か
ら
眺
め
る
べ
き
景
、
一
つ
の
美
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
そ

う
し
た
「
水
に
映
る
景
」
を
主
題
と
し
た
先
駆
的
な
二
作
品
で
あ
る
。

梁
・
簡
文
帝
（
蕭
綱
）「
水
中
樓
影伀
」

水
底
罘
罳
出
　
萍
閒
反
宇
浮
　
　
水
底
に
罘
罳
出
で
、
萍
間
に
反
宇
浮
か
ぶ

風
生
色
不
壞
　
浪
去
影
恆
留
　
　
風 

生
ず
る
も 

色
は
壊
れ
ず
、
浪 

去
り
て 

影
は
恒
に
留
ま
る

梁
・
孝
元
帝
（
蕭
繹
）「
望
江
中
月
影伃
」

澄
江
涵
浩
月
　
水
影
若
浮
天
　
　
澄
江 

浩
月
を
涵
し
、
水
影 

天
を
浮
か
ぶ
る
が
若
し

風
來
如
可
泛
　
流
急
不
成
圓
　
　
風
来
た
れ
ば
泛
ぶ
可
く
が
如
く
、
流
れ
急
な
れ
ば 

円
を
成
さ
ず

秦
鉤
斷
復
接
　
和
璧
碎
還
聯
　
　
秦
鉤 

断
ち
て
復
た
接
し
、
和
璧 

碎
け
て
還
た
聯
な
る

裂
紈
依
岸
草
　
斜
桂
逐
行
船
　
　
裂
紈 
岸
草
に
依
り
、
斜
桂 

行
船
を
逐
う

即
此
春
江
上
　
無
俟
百
枝
然
　
　
即
ち
此
の
春
江
の
上
、
百
枝
の
然
ゆ
る
を
俟
つ
無
し

前
者
は
、
水
底
に
宮
殿
（「
罘
罳
」
は
宮
殿
の
門
に
つ
ら
な
る
塀
の
意
）
が
現
れ
、
水
草
の
あ
い
だ
に
さ
か
さ
ま
の
影
が
浮
か
ぶ
こ
と
を

い
い
、
風
が
吹
い
て
そ
の
す
が
た
が
波
に
揺
ら
い
で
も
、
水
面
に
静
け
さ
が
戻
れ
ば
再
び
元
の
姿
を
取
り
戻
す
と
述
べ
る
。
揺
ら
ぎ
、

変
化
し
つ
つ
も
、
か
た
ち
を
留
め
る
影
の
面
白
さ
を
描
い
た
四
句
は
い
ず
れ
も
「
水
中
倒
影
」
表
現
の
典
型
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、

詩
題
を
伏
せ
れ
ば
、
謎
か
け
に
も
み
え
る
趣
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
、
後
者
は
水
に
映
る
月
の
す
が
た
を
「
秦
鉤
」「
和
璧
」「
裂
紈
」

「
斜
桂
」
な
ど
多
く
の
月
の
異
名
を
用
い
つ
つ
表
現
し
た
も
の
。「
裂
紈
」
は
団
扇
を
い
う
「
新
た
に
斉
の
紈
素
を
裂
け
ば
、
皎
潔
と

し
て
霜
雪
の
如
し
（
新
裂
齊
紈
素
、
皎
潔
如
霜
雪
）」（
班
婕
妤
「
怨
歌
行伹
」
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
光
を
含
む
こ
と
で
、
上
等
の

絹
の
よ
う
に
し
っ
と
り
と
し
た
質
感
を
み
せ
る
水
の
す
が
た
。
断
ち
切
れ
て
は
再
び
連
な
り
、
砕
け
て
は
ま
た
一
つ
に
戻
る
月
影
は
、
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流
れ
の
静
か
な
岸
辺
近
く
で
は
寄
り
添
う
よ
う
に
留
ま
り
、
月
影
の
上
を
滑
る
よ
う
に
行
く
舟
は
、
ド
レ
ー
プ
の
よ
う
に
な
め
ら
か

な
航
跡
を
引
き
連
れ
て
行
く
。
二
作
品
と
も
に
、
着
目
す
る
の
は
水
に
映
る
こ
と
に
よ
り
転
倒
し
、
揺
ら
ぐ
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

水
に
映
り
こ
む
も
の
は
、
も
と
よ
り
楼
台
や
月
に
限
ら
な
い
。
な
か
で
も
梁
・
沈
約
が
「
千
仞 

喬
樹
を
写
し
、
万
丈 

游
鱗
を
見
る

（
千
仞
寫
喬
樹
、
萬
丈
見
游
鱗
）」（「
新
安
江
至
淸
淺
深
見
底
貽
京
邑
同
好佖
」）
と
う
た
っ
た
よ
う
に
、
水
に
映
る
山
容
を
描
い
た
表
現
は
、
唐

代
以
降
ま
さ
し
く
「
詩
家
の
常
語侒


」
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。「
分
行 

綺
樹
接
し
、
倒
影 

清
漪
に
入
る
（
分
行
接
綺
樹
、
倒
影
入
清
漪
）」

（
王
維
「
輞
川
集
・
柳
浪侊
」
）、「
分
明
た
り 

峰
頭
の
樹
、
秋
江
の
底
に
倒
插
す
（
分
明
峰
頭
樹
，
倒
插
秋
江
底
）」（
岑
参
「
峨
眉
東
腳
臨
江
聽
猿

懷
二
室
舊
廬侚
」
）、「
長
川 

是
れ
春
来
り
て
緑
な
る
に
あ
ら
ず
、
千
峰
の
倒
影
し
て
其
の
間
に
落
つ
る
な
り
（
長
川
不
是
春
來
綠
、
千
峰
倒
影

落
其
閒
）」（
呉
融
「
富
春侔
」
）
な
ど
そ
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
は
水
に
映
る
景
が
、
詩
に
お
け
る
美
の
す
が
た
と
し
て

一
層
普
遍
的
に
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

初
唐
に
賦
の
名
手
と
し
て
名
を
馳
せ
た
謝
偃
は
「
影
賦俍
」
に
お
い
て
水
に
映
る
影
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

景
霽
れ
て
氛
收
ま
り
、
波
清
く
風
止
む
の
如
き
に
至
り
て
は
、
平
湖
数
百
、
澄
江
千
里
、
象
有
ら
ば
必
ず
図
し
、
物
と
し
て
擬

せ
ざ
る
無
し
。
群
木
は
懸
植
し
、
叢
山
は
倒
峙
す
。
崖
底
に
天
回
り
、
浪
中
に
霞
起
つ
（
至
如
景
霽
氛
收
、
波
淸
風
止
。
平
湖
數
百
、

澄
江
千
里
。
有
象
必
圖
、
無
物
不
擬
。
群
木
懸
植
、
叢
山
倒
峙
。
崖
底
天
回
、
浪
中
霞
起
）。

こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
、
雨
が
上
が
り
、
風
も
凪
い
だ
静
か
な
湖
面
、
澄
み
切
っ
た
川
面
が
さ
な
が
ら
鏡
の
よ
う
に
岸
辺
の
事
物

を
映
し
て
ゆ
く
さ
ま
。
群
木
・
群
山
が
倒
立
し
、
足
元
は
る
か
に
天
が
め
ぐ
り
、
夕
焼
け
雲
が
波
間
に
た
な
び
く
光
景
で
あ
る
。
次

に
こ
う
し
た
さ
ま
を
詩
中
に
描
い
た
い
く
つ
か
の
例
を
み
て
み
た
い
。
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天
宝
十
一
載
（
七
五
二
）
の
秋
、
詩
人
・
高
適
は
薛
拠
ら
と
と
も
に
長
安
城
の
東
南
、
曲
江
池
に
遊
び
、
そ
の
水
に
映
っ
た
終
南
山

の
倒
影
を
主
題
と
し
て
詩
を
詠
ん
だ
。
静
か
な
曲
江
に
映
る
終
南
山
の
山
容
を
詩
人
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

深
沈
俯
崢
嶸
　
清
淺
延
阻
修
　
　
深
沈
と
し
て 

崢
嶸
俯
し
、
清
浅
と
し
て 

阻
修
延
ぶ

連
潭
萬
木
影
　
插
岸
千
巖
幽
　
　
潭
に
連
ぬ
万
木
の
影
、
岸
に
插
す
千
巖
の
幽 

（「
同
薛
司
直
諸
公
秋
霽
曲
江
俯
見
南
山
作偀
」 

）

水
底
深
く
沈
む
終
南
山
。
清
く
浅
く
続
く
曲
江
。
こ
こ
に
は
「
万
木
の
影
」「
千
巖
の
幽
」
が
淵
に
連
な
り
岸
辺
近
く
に
漂
う
奇
景

が
、
輪
郭
も
く
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
同
行
者
の
一
人
と
推
察
さ
れ
る
儲
光
羲
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

群
峰
懸
中
流
　
石
壁
如
瑤
瓊
　
　
群
峰 

中
流
に
懸
か
り
、
石
壁 

瑤
瓊
の
如
し

魚
龍
隱
蒼
翠
　
鳥
獸
遊
淸
泠
　
　
魚
龍
は
蒼
翠
に
隠
れ
、
鳥
獣
は
清
泠
に
遊
ぶ

菰
蒲
林
下
秋
　
薛
荔
波
中
輕
　
　
菰
蒲 

林
下
に
秋
た
り
、
薛
荔 

波
中
に
軽
し 

（「
同
諸
公
秋
霽
曲
江
俯
見
南
山倢
」
）

群
峰
が
水
の
中
央
に
浮
か
び
、
そ
の
岩
肌
は
宝
玉
の
よ
う
に
輝
く
。
水
に
棲
む
魚
が
森
に
隠
れ
、
空
を
ゆ
く
鳥
、
陸
に
棲
む
獣
が

波
間
に
遊
び
、
水
草
は
森
の
な
か
で
色
づ
き
、
岩
に
は
び
こ
る
つ
る
草
は
波
に
漂
う
。
高
適
の
倒
影
表
現
が
謝
偃
の
そ
れ
と
同
じ
く

水
に
映
る
群
木
叢
山
の
さ
ま
を
取
り
込
ん
だ
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
儲
光
羲
は
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
陸

と
水
と
が
二
重
映
し
に
な
っ
た
世
界
を
、
魚
や
鳥
獣
・
植
物
な
ど
を
挙
げ
て
詳
細
に
描
き
、
さ
か
さ
ま
の
景
が
さ
か
さ
ま
の
世
界
を

作
り
出
し
た
面
白
さ
、
め
ず
ら
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
細
部
に
わ
た
る
そ
の
景
の
展
開
に
は
、
単
に
眼
が
と
ら
え
た
以
上
の
も
の
、

詩
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
う
。

こ
れ
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
杜
甫
は
、
岑
参
兄
弟
と
の
舟
遊
び
を
う
た
っ
た
「
渼
陂
行俿
」
に
「
下
無
極
に
帰
し
て
終
南
黒
し
（
下
歸

無
極
終
南
黑
）
」、「
半
陂
已
南 

純
ら
山
を
浸
し
、
影
を
動
か
す
こ
と 

褭
窕
た
り 
沖
融
の
間
（
半
陂
已
南
純
浸
山
、
動
影
褭
窕
沖
融
閒
）」
と

う
た
っ
て
、
底
な
き
水
に
終
南
山
が
黒
々
と
影
を
落
と
す
さ
ま
、
そ
の
影
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
静
か
な
水
面
に
揺
れ
る
さ
ま
を
描
き
、
竇
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庠
は
水
上
に
建
つ
寺
の
威
容
を
「
時
に
倒
影
の
江
底
に
沈
む
有
り
て
、万
状 

分
明 

光
洗
う
に
似
た
り
。
知
ら
ず 

水
上
に
楼
台
有
る
を
、

却
っ
て
波
中
に
就
き
て 

閉
啟
を
看
る
（
有
時
倒
影
沈
江
底
、
萬
狀
分
明
光
似
洗
。
不
知
水
上
有
樓
臺
、
却
就
波
中
看
閉
啟
）
」、「
欻
然
と
風
生

じ
て
波
出
没
す
れ
ば
、
瀖
濩 

晶
瑩 

定
ま
れ
る
物
無
し
（
欻
然
風
生
波
出
沒
、
瀖
濩
晶
瑩
無
定
物
）」（「
金
山
行倞
」
）
と
述
べ
る
。
ま
た
韓
愈

は
そ
の
竇
庠
に
向
け
て
書
い
た
作
品
の
な
か
で
、
洞
庭
の
水
に
映
る
影
を
「
星
河
尽
く
涵
泳
し
、
俯
仰
し
て
下
上
を
迷
う
（
星
河
盡
涵

泳
、
俯
仰
迷
下
上
）」、「
泓
澄
と
し
て
凝
緑
を
湛
え
、
物
影 

巧
み
に
相
況
す
（
泓
澄
湛
凝
綠
、
物
影
巧
相
況
）」（「
岳
陽
樓
別
竇
司
直偆
」
）
と
力

強
く
う
た
う
。
こ
れ
ら
多
く
の
例
は
、
水
面
に
映
る
景
が
如
何
に
多
く
の
詩
人
を
引
き
つ
け
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
克
明
に
描
く
こ
と

に
筆
が
費
や
さ
れ
て
き
た
か
を
示
し
て
い
る
。
銭
鍾
書
氏
は
『
談
藝
録
』
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
「
倒
影
」
詩
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て

「
已
に
物
を
体
し
形
を
窮
む
る
に
於
い
て
工
な
り
（
已
工
於
體
物
窮
形偰
）」
と
評
し
て
い
る
が
、
そ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、「
水
中
倒
影
」

表
現
は
唐
代
に
お
い
て
す
で
に
事
物
の
描
写
と
し
て
の
そ
の
表
現
が
あ
る
到
達
点
に
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
少
し
視
点
を
換
え
て
、
中
唐
以
後
の
表
現
を
中
心
に
夜
を
映
す
景
の
い
く
つ
か
を
み
て
い
き
た
い
。
た
と
え
ば
水
が
星
を
浸

す
光
景
を
主
と
し
た
作
品
に
韓
愈
の
「
盆
池
五
首
（
其
五偂
）」
が
あ
る
。

池
光
天
影
共
靑
靑
　
拍
岸
纔
添
水
數
缾
　
池
光 
天
影 
共
に
青
青
、
岸
を
拍
っ
て 

纔
か
に
添
う
水
数
缾

且
待
夜
深
明
月
去
　
試
看
涵
泳
幾
多
星
　
且
く
夜
深
く
し
て
明
月
の
去
る
を
待
ち
、
試
み
に
看
ん 

幾
多
の
星
の
涵
泳
す
る
か
を

「
盆
池
」
と
は
、
文
字
通
り
、
盆
を
土
に
埋
め
て
小
さ
な
池
と
見
立
て
た
も
の
。
詩
の
主
題
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
韓

愈
の
作
品
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
連
作
詩
は
其
四
ま
で
は
盆
池
を
作
る
愉
し
み
、
小
さ
な
世
界
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
随
筆

風
に
描
い
た
も
の
だ
が
、
最
後
の
一
首
は
日
中
の
に
ぎ
わ
い
が
去
っ
た
夜
更
け
の
時
間
、
小
さ
な
世
界
に
訪
れ
た
静
謐
を
描
き
、
小

さ
な
水
面
に
星
を
映
し
と
り
、
天
を
切
り
取
る
こ
と
で
大
き
な
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
。
王
建
に
も
「
朝
早
く 

独
り
来
た
り
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九

て
看
れ
ば
、
冷
星 

碧
曉
に
沈
む
（
朝
早
獨
來
看
、
冷
星
沈
碧
曉
）」（「
和
錢
舍
人
水
植
詩

傔

」
）
の
詩
句
が
あ
る
ほ
か
、
晩
唐
の
杜
牧
に
「
蒼

苔
の
地
を
鑿
破
し
て
、
他
の
一
片
天
を
偷
む
。
白
雲 

鏡
裏
に
生
じ
、
明
月 

階
前
に
落
つ
（
鑿
破
蒼
苔
地
、
偷
他
一
片
天
。
白
雲
生
鏡
裏
、

明
月
落
階
前
）」（「
盆
池僴
」
）、
方
干
に
「
地
を
占
む
る
こ
と
未
だ
四
五
尺
を
過
ぎ
ず
、
天
を
浸
し
て
唯
入
る
両
三
星
（
占
地
未
過
四
五
尺
、

浸
天
唯
入
兩
三
星
）」（「
于
秀
才
小
池僘
」
）
な
ど
の
詩
句
が
み
え
、
韓
愈
以
後
、
細
々
で
は
あ
る
が
ひ
と
つ
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
だ
。

ま
た
月
を
映
す
景
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
は
た
と
え
ば
白
居
易
の
「
水
天 

晩
に
向
か
い
て 

碧
沈
沈
、
樹
影 

霞
光 

重
畳
と
し
て
深

し
。
月
を
浸
す 

冷
波 
千
頃
の
練
、
霜
を
苞
む 

新
橘 

万
株
の
金
（
水
天
向
晚
碧
沈
沈
、
樹
影
霞
光
重
疊
深
。
浸
月
冷
波
千
頃
練
、
苞
霜
新
橘
萬

株
金
）」（「
宿
湖
中兊
」
）、「
月
は
点
す 
波
上
一
顆
の
珠
（
月
点
波
上
一
顆
珠
）」（「
春
題
湖
上兤
」
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は

冷
た
い
水
に
映
る
月
を
「
浸
す
」
と
い
う
感
覚
的
な
語
で
表
現
し
、
月
光
の
満
ち
わ
た
る
水
面
を
斉
・
謝
朓
の
有
名
な
詩
句
「
澄
江 

静
か
に
し
て
練
の
如
し
（
澄
江
靜
如
練
）」（「
晩
登
三
山
還
望
京
邑冝
」
）
に
な
ら
っ
て
「
千
頃
の
練
」
と
い
っ
た
も
の
。
ま
た
後
者
は
、
月

を
水
中
に
浮
か
ぶ
ひ
と
つ
ぶ
の
真
珠
に
た
と
え
、「
点
す
」
と
い
う
こ
と
で
冷
た
い
水
に
静
か
に
光
を
と
も
し
た
か
の
よ
う
な
静
か
な

美
し
さ
を
描
い
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
先
に
挙
げ
た
「
望
江
中
月
影
」
と
同
じ
く
水
面
の
月
影
を
表
現
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
ひ
っ

そ
り
し
た
静
け
さ
が
際
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
景
の
特
徴
は
そ
れ
が
夜
の
景
で
あ
る
こ
と
以
上
に
、
そ
の
景
が
、
か
た
ち
を
緻
密
に
描
き
出
す
こ
と
よ
り
も
、
冷
た
さ
、

静
け
さ
、
闇
に
と
も
る
光
の
ま
た
た
き
な
ど
の
感
覚
的
表
現
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
た

め
に
、
そ
の
景
が
水
に
映
っ
て
い
る
も
の
か
、
心
に
映
っ
て
い
る
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
韓
愈
の
「
盆
池
」
詩
や
白
居
易
の

「
澄
瀾 

方
丈 

万
頃
の
若
く
、
倒
影 

咫
尺 

千
尋
の
如
し
（
澄
瀾
方
丈
若
萬
頃
、
倒
影
咫
尺
如
千
尋
）」（「
池
上
作冾
」
）
の
よ
う
に
、
水
に
映
る

景
を
通
じ
て
「
小
さ
な
世
界
が
包
含
す
る
大
い
な
る
世
界
」
を
表
現
す
る
の
も
そ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
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五
〇

北
宋
の
詩
論
家
・
許
顗
は
王
安
石
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

荊
公
水
中
の
影
を
看
る
を
愛
す
、
此
れ
亦
た
性
の
好
む
所
な
り
。「
秋
水 

明
河
に
瀉
ぎ
、
迢
迢
た
り
藕
花
の
底
」、
又
た
「
桃
花
」

の
詩
に
云
う
「
晴
溝
は
春
漲
り
て 

緑 

周
遭
し
、
俯
し
て
紅
影
を
視
つ
つ
漁
舠
を
移
す
」
の
如
き
は
皆
な
其
の
影
を
観
る
な
り

（
荊
公
愛
看
水
中
影
、
此
亦
性
所
好
。
如
「
秋
水
瀉
明
河
、
迢
迢
藕
花
底
」、
又
「
桃
花
」
詩
云
「
晴
溝
漲
春
綠
周
遭
、
俯
視
紅
影
移
漁
舠
」、
皆

観
其
影
也
）。（『
許
彦
周
詩
話凬
』
）

許
顗
が
「
荊
公 

水
中
の
影
を
看
る
を
愛
す
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
王
安
石
の
「
水
中
倒
影
」
詩
の
特
徴
は
、
単
に
水
に
映
る
景
が

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
水
底
を
み
つ
め
る
詩
人
の
形
象
」
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し

詩
人
は
本
当
に
水
の
底
に
映
り
こ
む
影
そ
の
も
の
を
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
王
安
石
が
水
底
を
み
つ

め
る
描
写
の
な
か
に
、
実
際
に
は
他
の
何
か
を
み
つ
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
そ
の
何
か
が

詩
中
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
次
の
「
懷
府
園
（
府
園
を
懐
う刕
）」
に
お
い
て
で
あ
る
。

槐
陰
過
雨
盡
新
秋
　
盆
底
看
雲
映
水
流
　
　
槐
陰 
過
雨
あ
り
て
尽
く
新
秋
た
り
、
盆
底 

雲
の
水
に
映
じ
て
流
る
る
を
看
る

忽
憶
小
金
山
下
路
　
綠
蘋
稀
處
看
游
鯈
　
　
忽
と
し
て
憶
う 

小
金
山
下
の
路
、
綠
蘋
稀
な
る
処 

游
鯈
を
看
る
を

こ
こ
に
は
水
中
に
映
り
こ
ん
だ
影
が
記
憶
の
通
い
路
と
な
っ
て
、
と
う
に
忘
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
過
去
の
さ
さ
や
か
な
日
常
の
一

こ
ま
―
―
金
陵
の
府
園
で
揺
れ
る
水
草
の
あ
い
だ
に
魚
影
を
み
た
こ
と
―
―
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

水
中
の
影
を
み
る
か
に
み
せ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
そ
の
瞬
間
に
詩
人
の
心
を
過
ぎ
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
詩
人
は
こ

こ
で
、
水
中
の
景
の
彼
方
に
記
憶
の
底
に
沈
ん
で
い
た
過
去
の
自
分
を
み
つ
め
て
い
る
。
そ
し
て
水
の
底
か
ら
は
過
去
の
自
分
が
い

ま
の
詩
人
を
み
つ
め
返
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
と
き
彼
の
心
を
過
ぎ
っ
た
も
の
が
何
か
に
つ
い
て
は
ま
た
し
て
も
明
瞭
に
さ
れ
な



水
の
な
か
の
何
か
　
　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

五
一

い
が
、
そ
こ
に
は
日
常
の
些
細
な
景
が
詩
人
の
心
中
の
何
か
を
覚
醒
さ
せ
た
そ
の
瞬
間
が
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
も
う
一
つ
、
水
中
を
み
つ
め
る
詩
人
が
、
実
景
と
は
異
な
る
倒
影
を
見
出
し
た
作
品
「
杏
花劜


」
を
挙
げ
て
み
た
い
。

石
梁
度
空
曠
　
茅
屋
臨
清
炯
　
　
石
梁 

空
曠
を
度
り
、
茅
屋 

清
炯
に
臨
む

俯
窺
嬌
饒
杏
　
未
覺
身
勝
影
　
　
嬌
饒
た
る
杏
を
俯
窺
す
れ
ば
、
未
だ
覚
え
ず 

身
の
影
に
勝
れ
る
を

嫣
如
景
陽
妃
　
含
笑
墮
宮
井
　
　
嫣
如
た
り 

景
陽
の
妃
、
笑
を
含
み
て 

宮
井
に
堕
つ

怊
悵
有
微
波
　
殘
粧
壞
難
整
　
　
怊
悵
た
り 

微
波
有
り
て
、
残
粧 

壊
れ
て
整
い
難
し

石
造
り
の
橋
が
渡
り
、
茅
ぶ
き
の
家
屋
が
た
た
ず
む
水
辺
で
王
安
石
は
水
中
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
る
。
岸
に
は
盛
り
の
杏
花
、
水

に
は
そ
の
あ
で
や
か
な
影
。
作
品
の
後
半
で
詩
人
は
、
水
に
映
っ
た
景
を
水
に
映
っ
た
影
と
し
て
描
く
こ
と
を
せ
ず
、
井
戸
の
底
に

隠
れ
た
美
女
た
ち
が
微
笑
み
な
が
ら
こ
ち
ら
を
見
上
げ
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
李
壁
注
に
よ
れ
ば
「
景
陽
の
妃
」
と
は
陳
の
後
主

が
隋
の
軍
勢
を
逃
れ
、
妃
た
ち
と
景
陽
宮
の
井
戸
に
隠
れ
た
故
事
に
も
と
づ
く
こ
と
ば
で
あ
る
。
い
や
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
比
喩
な

の
で
あ
り
、
美
女
は
杏
花
の
こ
と
な
の
だ
、
美
女
を
花
に
花
を
美
女
に
た
と
え
る
こ
と
な
ど
珍
し
く
も
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
や

は
り
水
に
映
っ
た
影
な
の
だ
と
反
論
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
李
壁
は
第
四
句
「
未
だ
覚
え
ず 

身

の
影
に
勝
れ
る
を
」
に
つ
い
て
、「
水
中
に
さ
か
さ
ま
に
映
っ
た
影
が
岸
上
の
実
景
よ
り
も
一
層
美
し
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
（
言
花

影
倒
水
中
尤
佳
）」
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
身
と
影
、
実
景
と
そ
の
倒
影
が
必
ず
し
も
等
価
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
花
の
倒
影
を
見
る
つ
も
り
で
水
底
を
見
た
ら
、
そ
こ
に
映
っ
て
い
た
の
は
美
し
い
女
性
で
あ
っ
た
」
と
描
く
こ
と
で
、
水
中
の
景
は
、

杏
花
と
女
性
の
美
し
い
形
象
の
あ
い
だ
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
、
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
重
な
り
合

う
す
が
た
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
、
詩
は
、
岸
上
に
も
水
中
に
も
行
き
か
ね
て
往
還
を
繰
り
返
す
波
打
ち
際

の
よ
う
な
、
現
実
の
景
を
超
え
た
一
つ
の
場
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
は
お
そ
ら
く
、
景
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二

勝
の
地
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
詩
人
に
と
っ
て
の
日
常
の
空
間
で
あ
る劦
。
し
か
し
と
き
に
そ
こ
に
、
日
常
と
非
日
常
と
が
重
な
り
あ

い
せ
め
ぎ
あ
う
場
所
、
も
う
一
つ
の
世
界
に
詩
人
を
い
ざ
な
う
場
所
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
美
は
水
中
の
美
女
の
微
笑
み
の
ご
と
く
、

一
瞬
立
ち
現
れ
て
は
、
か
す
か
な
波
に
か
き
け
さ
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
詩
人
を
「
怊
悵
」
た
る
哀
し
み
に
誘
う
も
の
で

も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
か
さ
ま
に
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
見
え
て
く
る
そ
の
世
界
を
、
詩
人
は
愛
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
こ
で
再
び
「
散
髪
一
扁
舟
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
詩
人
を
載
せ
た
小
船
は
、
蓮
の
葉
と
花
の
あ
い
だ
を
縫
っ
て
進
む
。

夜
、
か
す
か
な
光
の
な
か
で
景
物
の
色
彩
は
不
確
か
に
な
り
、
水
と
物
と
の
異
な
る
質
感
だ
け
が
浮
か
び
上
が
る
。
重
な
り
合
う
蓮

葉
の
す
き
ま
か
ら
の
ぞ
く
わ
ず
か
な
水
面
は
か
す
か
な
光
を
含
ん
で
、
小
さ
な
井
戸
の
口
の
よ
う
に
さ
え
み
え
た
か
も
知
れ
な
い
。

詩
人
が
ふ
と
そ
の
隙
間
か
ら
水
底
を
の
ぞ
き
こ
む
と
、
思
い
も
か
け
ず
は
る
か
な
広
が
り
を
も
つ
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
こ
こ

で
も
詩
人
が
み
つ
め
て
い
る
も
の
は
、
単
に
実
景
を
さ
か
さ
ま
に
し
た
も
の
、
上
空
の
天
が
地
上
の
水
に
映
り
こ
ん
だ
だ
け
の
も
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
蓮
の
花
の
底
に
横
た
わ
る
銀
河
は
、
も
は
や
単
な
る
実
景
の
影
で
は
な
く
、
転
倒
す
る
こ
と
で
し
か
成
立

し
え
な
い
景
、
も
し
く
は
美
で
あ
る
か
ら
だ
。
王
安
石
が
み
つ
め
て
い
る
の
は
、
実
景
を
映
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で

も
異
な
る
す
が
た
を
も
つ
も
う
一
つ
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

儲
光
羲
の
「
倒
影
」
詩
が
、
と
き
に
そ
の
表
現
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
躍
動
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
景
を

写
し
取
る
水
鏡
の
趣
向
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
王
安
石
に
と
っ
て
の
「
水
中
の
倒
影
」
は
詩
人
の
心
の
中
の
何
か
を
覚
醒
さ
せ
、
い

ま
こ
の
時
を
越
え
、
眼
前
の
景
を
超
え
て
も
う
一
つ
の
世
界
へ
と
詩
人
を
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
界
は
実
景
と
寸
分
違
わ
ぬ

も
の
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
か
さ
ま
に
見
た
世
界
で
あ
り
、
一
つ
の
も
の
を
さ
か
さ
ま
に
眺
め
る
こ
と
か
ら
開
け
る
も
う
一
つ
の

世
界
は
、
日
常
的
な
認
識
を
揺
る
が
し
、
視
点
の
相
対
化
を
み
ち
び
く
イ
ン
パ
ク
ト
す
ら
有
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
独
り
愛
で



水
の
な
か
の
何
か
　
　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

五
三

る
常
な
ら
ぬ
佳
景
は
し
ば
し
ば
「
そ
の
景
を
共
に
楽
し
む
友
の
不
在
」
を
嘆
く
こ
と
ば
で
結
ば
れ
る勀
。
し
か
し
、
さ
か
さ
ま
の
景
を

み
つ
め
る
詩
人
、
も
う
一
つ
の
世
界
の
存
在
に
目
覚
め
た
詩
人
は
こ
こ
で
、
さ
か
さ
ま
の
一
言
を
つ
ぶ
や
く
。「
幽
独
も
亦
た
喜
ぶ
べ

し
」
と
。

先
に
挙
げ
た
「
影
賦
」
は
影
の
も
つ
属
性
に
つ
い
て
「
長
短
は
形
を
侔
し
く
し
、
曲
直
は
質
に
応
ず
。
細
故
な
る
は
則
ち
一
毫
た

り
と
も
必
ず
具
え
、
大
物
な
る
は
則
ち
万
象
を
失
せ
ず
（
長
短
侔
形
、
曲
直
應
質
。
細
故
則
一
毫
必
具
、
大
物
則
萬
象
無
失
）」
と
述
べ
て
い

る
。
影
と
は
実
体
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
り
、
映
し
出
す
も
の
と
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
中
に
み
え
る
景
色
は
、
実
景
と
ぴ
た
り
と

重
な
り
あ
い
な
が
ら
と
き
に
ど
こ
ま
で
も
異
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
六
朝
の
詩
人
た
ち
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
水
に
応
じ
て
姿
を
変
え
、

風
に
吹
か
れ
れ
ば
か
た
ち
は
揺
ら
ぐ
。
ま
た
同
時
に
、
唐
代
の
終
南
山
の
倒
影
詩
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
鏡
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
実

景
の
輪
郭
を
映
し
出
す
。
そ
の
二
つ
は
重
な
り
合
い
つ
つ
も
、
同
時
に
は
る
か
な
隔
た
り
を
も
つ
も
の
な
の
だ
。
そ
の
隔
た
り
を
行

き
交
う
振
幅
を
最
大
限
ま
で
広
げ
、
そ
れ
が
二
つ
に
し
て
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
一
つ
に
し
て
全
く
別
の
二
つ
の
世
界
で
あ

る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
描
く
の
が
王
安
石
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
二
者
の
関
係
は
、
眼
前
の
景
と
詩
に
描
か
れ
た
世
界
の
関
係
に
も

似
て
い
る
。
虚
構
の
世
界
が
実
景
の
世
界
と
寸
分
違
わ
ず
重
な
り
あ
い
つ
つ
、
同
時
に
全
く
異
な
る
世
界
に
属
す
る
こ
と
。
眼
前
の

景
の
美
を
ど
こ
ま
で
も
緻
密
に
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
全
く
違
う
も
う
一
つ
の
世
界
が
開
け
て
ゆ
く
こ
と
。
水
中
に
映
る
影

は
あ
る
意
味
、「
詩
」
そ
の
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
「
世
界
を
さ
か
さ
ま
に
眺
め
る
」
こ
と
は
詩
人
だ
け
に
し
か

み
え
な
い
世
界
の
す
が
た
や
何
ら
か
の
真
実
を
見
出
す
契
機
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
王
安
石
が
水
に
映
る
影
を
愛
し

た
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
彼
の
作
品
の
な
か
で
、「
水
中
の
影
を
み
つ
め
る
」
詩
の
数
は
実
は
決
し
て
目
立
っ
て
多
い
わ

け
で
は
な
い
。「
荊
公 

水
中
の
影
を
看
る
を
愛
す
」
と
し
た
許
顗
の
指
摘
は
、「
水
中
倒
影
」
表
現
の
系
譜
に
お
け
る
王
安
石
の
特
異
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五
四

性
、
そ
の
飛
躍
を
こ
そ
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

注（
1
） 
　
清
水
茂
注
『
王
安
石
―
王
半
山
―
』（
岩
波
書
店
、『
岩
波
中
国
詩
人
選
集
二
集
四
』、
一
九
六
二
）、
一
○
頁
。

（
2
）　『
李
壁
注
』
巻
十
一
。
尚
、
本
論
文
中
の
王
安
石
詩
の
テ
キ
ス
ト
は
南
宋
・
李
壁
箋
注
・
高
克
勤
点
校
『
王
荊
文
公
詩
箋
注
』（
上
海
古
籍
出

版
社
、
二
○
一
○
）
を
用
い
た
（
以
下
『
李
壁
注
』
と
表
記
）。
作
品
の
訓
読
、
理
解
に
つ
い
て
は
前
掲
『
王
安
石
―
王
半
山
―
』
を
参
照
し

た
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
第
七
句
目
「
弦
歌
」
を
「
歌
弦
」
に
作
る
。
ま
た
第
六
句
目
は
水
に
映
っ
た
景
と
せ
ず
、「
あ
や
も
よ
う
の
美
し
い

（
空
の
）
雲
を
い
つ
く
し
む
」
と
す
る
。

（
3
）　
北
宋
・
許
顗
『
許
彦
周
詩
話
』。

（
4
）　『
李
太
白
集
注
』
巻
一
八
。

（
5
）　『
文
選
』
巻
二
九
。

（
6
）　
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
文
選
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
八
）、
一
九
六
頁
参
照
。

（
7
）　『
文
選
』
巻
十
一
。

（
8
）　
同
巻
二
九
。

（
9
）　
同
巻
六
。

（
10
）　『
全
唐
詩
』
巻
一
九
三
。

（
11
）　『
李
壁
注
』
巻
五
。

（
12
）　『
李
太
白
集
注
』
巻
二
四
。

（
13
）　「
幽
独
」
の
語
は
古
く
は
『
楚
辞
』「
九
章
・
渉
江
」「
吾
が
生
の
楽
し
み
無
き
を
哀
し
み
、
幽
独
に
し
て
山
中
に
処
す
」
な
ど
に
み
ら
れ
る

が
、
唐
代
で
は
白
居
易
に
そ
の
使
用
が
目
立
つ
。

（
14
）　『
杜
詩
詳
注
』
巻
三
。



水
の
な
か
の
何
か
　
　
王
安
石
の
「
散
髪
一
扁
舟
」
あ
る
い
は
水
に
映
っ
た
景
に
つ
い
て

五
五

（
15
）　『
文
選
』
巻
二
七
。

（
16
）　『
藝
文
類
聚
』
巻
六
三
、『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
』
梁
詩
巻
二
二
。

（
17
）　『
藝
文
類
聚
』
巻
一
、『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
』
梁
詩
巻
二
五
。『
漢
魏
六
朝
三
百
家
集
』
は
「
斜
桂
」
を
「
斜
挂
」
に
作
る
。

（
18
）　『
文
選
』
巻
二
七
。
尚
、
作
者
を
前
漢
の
班
婕
妤
と
す
る
説
及
び
そ
の
制
作
年
代
に
は
早
く
か
ら
疑
義
が
あ
る
。

（
19
）　
同
巻
二
七
。

（
20
）　
銭
鍾
書
『
談
藝
録
』（
三
聯
出
版
社
、
二
○
○
一
）、
上
巻
四
五
三
頁
。

（
21
）　『
全
唐
詩
』
巻
一
二
八
。

（
22
）　
同
巻
一
九
八
。

（
23
）　
同
巻
六
八
二
。

（
24
）　『
全
唐
文
』
巻
一
五
六
、『
文
苑
英
華
』
巻
九
○
。

（
25
）　『
全
唐
詩
』
巻
二
一
二
。

（
26
）　
同
巻
一
三
八
。

（
27
）　『
杜
詩
詳
注
』
巻
三
。

（
28
）　『
全
唐
詩
』
巻
二
一
七
。

（
29
）　
同
巻
三
三
七
。

（
30
）　
前
掲
『
談
藝
録
』
上
巻
四
五
四
頁
。

（
31
）　『
全
唐
詩
』
巻
三
四
三
。
韓
愈
の
「
盆
池
」
詩
は
こ
の
ほ
か
「
奉
和
錢
七
兄
（
徽
）
曹
長
盆
池
所
植
」（『
全
唐
詩
』
巻
三
四
二
）
が
あ
り
、

後
に
引
く
王
建
の
作
は
こ
の
作
品
と
同
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
32
）　
同
巻
二
九
七
。

（
33
）　
同
巻
五
二
三
。

（
34
）　
同
巻
六
五
一
。

（
35
）　
同
巻
四
四
七
。
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五
六

（
36
）　
同
巻
四
四
六
。

（
37
）　『
文
選
』
巻
二
七
。

（
38
）　『
全
唐
詩
』
巻
四
五
三
。

（
39
）　
注
３
に
前
掲
。
尚
、
こ
こ
に
い
う
「
桃
花
」
の
詩
と
は
「
移
桃
花
示
俞
秀
老
」（『
李
壁
注
』
巻
四
）
を
指
す
。

（
40
）　『
李
壁
注
』
巻
四
二
。

（
41
）　
同
巻
一
。

（
42
）　「
石
梁
」「
茅
屋
」
の
語
を
用
い
、
杏
花
と
そ
の
倒
影
の
美
を
詠
ん
だ
作
に
「
楊
柳
」「
楊
柳
杏
花
何
處
好
、
石
梁
茅
屋
雨
初
乾
。
綠
垂
靜
路

要
深
駐
、
紅
寫
清
陂
得
細
看
」（『
李
壁
注
』
巻
四
二
）
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
お
そ
ら
く
南
京
隠
棲
後
の
日
常
を
う
た
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
43
）　
た
と
え
ば
白
居
易
「
湖
亭
望
水
」（『
全
唐
詩
』
巻
四
三
九
）
に
「
可
憐
心
賞
處
、
其
奈
獨
遊
何
」
の
表
現
が
み
え
る
。


