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露

伴

と

鴎

外

　
観

画

談

と

寒

山

拾

得
　

-

瀬

里

広

明

筑
摩
書
房

か
ら
最

近
出
た
現
代

〔
本
文
学
年
表

(現
代

日
本
文
学
全
集
別
巻

2

)
は

こ
の
種

の
も

の

で
ム
、
日
求

め
得

る
最
高

の
も

の
で
あ
る
が
、

露
伴

の

「
観
.画
談
」
は
載

っ
て
い
な
い
。
勿
論
露
伴

の
大
正
期

の
思
想
的

ピ
ー
ク
を
な

し

て
い
る

「
論
仙
」
も

の
も
載

っ
て
い
な
い
。

鴎
外

の
を
見

る
と

「
高
瀬
舟
」

「
寒
山
拾
得
」
と
も

に
大
正
五
年

の
欄

に
し

ろ

さ
れ
て

い
る
。
鴎
外

の
両

作
品

の
内
容

の
質
は
異

っ
て
い
る
が
、

い
ず

れ
も

人
閲

の
悟

を
文
学

的

に
形
象

し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
作
品
は
永

い
間
人

間

鴎
外

の
無
意
識

の
大
海

に
沈
ん

で
い
た
も

の
だ
が
、

あ
ら
わ
れ
た
も

の
は
東

洋
的
な
悟
境

で
あ
る
。
露
伴

の

「
観
画
談

」
も
鴎
外

の

「
高
瀬
舟
」

や

「
寒
山

拾
得

」
と
同
じ
よ
う
に
東
洋
的

悟
境
を
描

い
た
作
品
と
考
え
ら

れ
る
が
、

こ
れ

ら

の
鴎
外

の
作
品

に
比
す
る
と
、
殆
ん
ど
今

ま
で

「
観
画
談
」
創
作

の
内
在
的

要

因
も
文
学
的
意
義
も
尋

ね
ら
れ
な

い
状
態
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は

月
本
現

代
文
学

史
に
東
洋

と
い
う
問
題
が
、
近
代
と

い
か

に
か
ら

ま

っ
て
く
る
か
と

い

う
こ
と
が

テ
ー

マ
と
し
て
追
究

さ
れ
な
い
以
L
、
出

て
来
な

い
道
理
で
あ
る
か

ら
や
む
を
え
な

い
仕
儀

で
は
あ

っ
た
。

「高

瀬
舟

」

「寒
山
拾
得
」
で
鴎
外

が
人
間
的
立
場

に
於
て
悟
境
を
描

い
て

い
る

の
に
比

し
て
、
露
伴
が

「
観
画
談
」

で
自
然

の
立
場

に
於
て
悟

境
を
描

い

て

い
る
の
と
は
対
嚥
的
で
あ
る
。

「観
画
談
」
最
後

の
春
江
図

の
な
か

に
、
寒

山

か
拾
得

か
の
叔
父
さ
ん

に
で
も

あ
た
る
無
学
文
盲

な
男
が
出
て
く
る
が
、

こ

れ
が
寒
山
拾
得
も
し
く
は
寒
山
拾
得

の
よ
う
な
人
で
な

い
と
こ
ろ
に
注
意

を
要

す
る
。

「
豊
干
が

し
ゃ
べ

っ
た
な
」
と

つ
ぶ
や

い
て
い
る
寒
山
拾
得

に
は
ま
だ

知
性

の
影

が

さ

し
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

第

一
義

の

人

に
は
描
か
れ
て
い
な

い
。
寒

山
自
身

「
寒
山
詩
」
と

い
う
超
俗

の
詩

を
残
し

て
い
る
が
第

一
義

の
道

か
ら

い
え
ば
、
そ
う

い
う

こ
と
も
第

二
義
底

に
堕

し
て
い
る

こ
と
だ
と
い
え
ば

い
え
る

の
で
あ
る
。
春
江
図
で
寒

山
か
拾
得

か
の
叔
父
さ
ん

に
で
も
あ
た
る
無



学
文
盲
な
男
が
晩
成

先
生

に
呼

び
か
け

る
と

こ
ろ
は
、
鴎

外

の
東
洋

と
は
異

っ

た
露
伴

の
東
洋

が
覗

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
、
露
伴
、
ま

こ
と
に
荷

風
の

い
う
よ
う

に
、
そ

の
文

章
と
思
想

に

於

て
古
人
と

光

を
争
う
ほ
ど

の
人
で
あ

る
。
そ
の
両
文
豪
が
明
治
末
年

よ
り
大
正
期

に
入

っ
て
、
自
己
を
深
く
自
覚

し

て

い
く
に

つ
れ
て
、
隠
微

の
間

に
対
立

の
陰
影

を
濃

く
し
た

と
考
え
ら
れ
な

い

で
あ
ろ
う
か
。
露
伴

の
日
記
、
大
正

二
年

四
月

十
三
日
に

「
一
日
来
客

な
し
。

一
妙
字
を
学

ん
で
日
を
暮

す
こ
と
、
猶
昨

日

一
昨

日
の
ご
と
し
。
夜
訳
文

フ
ァ

ウ

ス
ト
を
読
む
。
因

に
お
も

ふ
。
顧
悦

此
書

支
那
戯
曲

に
倣

ふ
あ
る

に
あ
ら
ず

や
と
。
天

上

一
絢

の
如
き
、
宛
然
支
那
戯
曲

に
倣

ふ
あ
る

に
あ
ら
ず

や
と
。
天

上

一
陶

の
如

き
、
宛
然
支
那
戯
曲
常
套
也
。
訳
文
軽
浮

に
し
て
、
か
ら
く
り

の

ロ
ヒ
か
、
読
売

の
く
ど
き
を
聞
く
が
如
し
。
随
厭

ふ
べ
し
。
原
文

姿
致
是

の
如

く
に
し
て

一
代
を
圧

倒
す
と

な
ら
ば
、

欧
人

い
ふ
に

足
ら
ざ

る
の
み
。
」
と
あ

る
。
願

悦
と
は

ゲ
ー
テ

の
こ
と
、
訳
文

フ

ァ
ウ

ス
ト
と

い
う

の
は

こ
の
年

の

一

刀

に
出

た
鴎
外

訳

の
こ
と
で
あ
る
。

あ
の
雅
致
あ
る
名
文

の
定
評
あ
る
訳
文

に

対

し
て

「
軽
浮

に
し
て
、

か
ら
く
り

の
口
上
か
、
読
売

の
く
ど
き
を
聞
く
が
如

し

。
」
と
し
て
い
る
の
は
両
者

の
大
き
な
文

体
上

の
対

立
を
暗

示
し
て

い
る
の
で

は

あ
る
ま

い
か
。
文
体

の
対
立
は
思
想

の
対
立
を
も
呼

ぶ
。

こ
の
こ
と
は
ま
た

史
伝
も

の
に

つ
い
て
み
て
も
よ

い
。
露
伴

の
史

伝
も

の
が
鴎
外

の
史
伝
も

の
と

い
か

に
異

っ
た

あ
ら
わ
れ
か
た
を
し
て

い
る
か
は
、
両
史

伝
を

の
ぞ

い
た
人

の

ひ
と
し
く
感
じ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、

鴎
外
史

伝
も

の
の
名
声

に
比
し
て
露
伴
史
伝
も

の
が
鴎
外
史

伝
も

の
の
名
声

の
か
げ

に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
感
ず

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
か
よ

う
な

こ
と
は
鴎

外
史
伝
も

の
の
研
究

の
側

に
於
て
も
、
露
伴

の
史
伝
も

の
の
実

体
を
明

か

に
す

る
側

に
於
て
も
ほ
め
ら
れ
た

こ
と
で
は

な
い
。
従
来
鴫
外
、
漱

石

の
線
は

ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
鴎
外
、
露
伴
と

い
う
と
初
期

の
文
壇
的
交
渉

に
の
み
限

ら
れ
て
、

晩
年

の
史
伝
も

の
の
如
き
は
、

文
学

的
に
も
思
想
的

に

も
、
両
れ

の
対
比
研
究

に
よ

っ
て
き
わ
め
て
有
意
義

に
し
て
興
味
あ
る
こ
と
で

あ
る

の
に
全
く
手
が

つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
鴎
外
を
西
洋
的
だ
と
す
る

の
は
、

そ

の
頭
だ
け
を
見
て
脚
も
と
を
見

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
脚
も

と
に
東
洋

が

あ
る
の
で
あ
る
。
特

に
鴎
外

と
露
伴

に
於
け

る
近
代
と
東
洋

の
問
題
は
日
本

近
代
文
学
史
上
、
最
高

の
問
題

で
、
研
究
者

に
と

っ
て
は
登
墓
を
そ
そ
る
人
跡

未
踏

の
高
峯
と
し
て
白
鎧

鰐
と
前
面

に
屹
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
己

の
体
験

に
於
て
仏
教
儒
教

道
教
を
自
家
薬

籠
中

の
も

の
と

し
て
、
心
霊

上
東
洋

の

一
乾
坤
を
建
立
し
か
け
て
き
た
、露
伴

の
、
樹
石
と
雲

姻
と
相
擁

し
て

一
景
象

を
な

す
が
如
き

玄
奥

な
思
想

の
世
界

か
ら
は
、

西
洋
的
な
も

の
は

い

さ

ゝ
か
物
足
ら

な
い
面
が
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。
ま
た

こ
の
日
記
を
書

い
た
時

の
露
伴

の
心
の
は
ず

み
の
根
底
が
何
で
あ

っ
た

か
は
深
く
実
証
的
検

討
を
要
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今

ひ
そ
か
に
憶
測

し
て
み
る

に
、
恐
ら
く
道
家
的
、
神

仙
的

な
世
界
が
そ

の
背
景

に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
仙

の
支
那
戯
曲

に
出
入

す

る
の
は
支
那

戯
曲

の
常

套

で
あ

っ
て
、

戯

曲

の
み
な

ら
ず
、
詩

に
、
小
説

に
、
書
画
等

に
道
家
的
神
仙
的

な
も

の
の
関
連
す
る

の
は
実

に
深
大

で
あ
る
。

そ
し

て
そ
れ
が
良
然

と
人
生

の
底

い
も
知
れ
な

い
神
秘

の
淵

を
湛

え
て
い
る
の

で
あ
る
。

一
一

 

か
つ
て
佐
藤
春

夫
氏
は
露
伴
と
鴎
外
と
を
対

比
的

に
取
り

あ
げ
て
、
次

の
よ

う

に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

「露
伴

は
伝
統

に
安
ん
じ
て
、
伝
統

に
よ

っ
て
よ
り



以
外

に
は
仕
事
を
し
な
か

っ
た
。
露
伴

に
は
近
代
な
ど
何

の
用
も
な
か

っ
た

の

で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
常

に
近
代

を
目
標
と
し
て

い
た
。
そ
れ
が
当
年

一
般

に
露

伴

の
理
解
し
や
す
く
、
鴎
外

の
難
解
な
所
以
で
、
同
時

に
理
解

し
て
面
白

い
所

以

で
も

あ
る
。
鵬
外

の
文

学
は
東
洋
と

の
潮
境

に
古
今

を
打

っ
て

一
丸
と
し

て

生
ま
れ
だ
変
り
種
で
あ

っ
た
。
少

々
の
道
草

で
は
あ
る
が
、
序

に
も
少
し
鵬
外

と
露
伴
と
を
云

へ
ば
、
近
代

日
本

が
西
洋
化
す

る
に
応

じ
て
露
伴
は
益

々
骨
董

,化

し
て
骨
董
的
価
値

を
有

す
る
か
、
全
然
廃
棄

さ
れ
る
か
で
あ
ろ
う
し
、
鴎
外

は
益

々
実

用
性

を
生

じ
て
珍
重
さ
れ
そ
う
に
思

ふ
」

(森
鴎

外

の
ロ
マ
ン
テ

ィ

シ
ズ

ム
)
と
。
か
よ
う
な

こ
と
は
佐
藤

氏
の
独

創
的
見
解
で
は
な
く
、
世
間

に

俗
見

と
し
て
底
流
し

て
い
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

露
伴
が
骨
董
的
価
値
し

か
持
た
な

い
か
ど
う
か
は
全
集
四

一
巻
が
如
実

に
そ

れ

に
答
え
て
く
れ
て

い
る
。
そ

の
な
か
に
は
、
東
洋
も

あ
れ
ば
西
洋
も
あ
り

、

古
代
も
あ
れ
ば
近
代
も

あ
る

の
で
あ
る
。
鴎
外

が
西
洋

に
す
ぐ
れ

て
い
た

の
に

対
し

て
露
伴
が
東
洋

に
す
ぐ
れ
て

い
た
と
い
う
相
違
は
教
養

の
過
程

に
於
て
自

か
ら
生
じ
て
き
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
露
伴
が
西
洋

を
な
い
が
し
ろ
に
し
鵬

外

が
東

洋
を
な

い
が
し
ろ
に
し
た

と
い
う
事
実
は

な
い
の
で
あ
る
。
た

ゴ
こ

ゝ
に

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
佐
藤
氏

の
い
う
伝
統
が

い
か
な
る
も

の
か
分

か
ら

な

い
が
、

こ
の
伝

統

の
概
念

が
明

か
に
さ
れ
ね
ば
伝
統

に
よ

っ
て
仕

事
を
し
た

露
伴

の
意
義

と
価
値
な
明

ら
か

に
な
ら
ず
、
露
伴

に
は
近
代
な
ど
何

の
用
も

な

か

っ
た
で
あ
ろ
う
は
論
理

の
飛
躍
と
な
る
。
ま
た
西
洋

の
近
代

々
々
と

い

っ
て

も

、
デ
カ

ル
ト
や
パ

ス
カ
ル
も
近
代
で
あ
り
、

マ
ル
ク

ス
や

ス
ミ

ス
も
近
代
で

あ
り
、

カ

ル
ビ
ン
や
ル
タ
ー
も
近
代
で
あ

っ
て
、
近
代
と

い
う
概
念
も
な
か
な

か
容

易
な
も

の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

今
日

の
日
本

に
於
て
は
西
洋

の
薄

っ
ぺ
ら
な
近
代

が
鼻

に

つ
き
す
ぎ
る

の
で

あ
る
。
そ

の
近
代
も
人
々
の
深
刻

な
内
省
批
判

に
よ

っ
て
、
深
遠
な
東
洋
思
想
甲

の
上
位

に
あ
る
も

の
で
は
な

い
と
.い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
な

ら
ば
、
佐
藤
氏

の
い
う
露
伴

の
骨
董
的
価
値

も
現
代
的
価
値

に
置
き
換
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。た

ゞ
こ

ゝ
で
そ
の
人

の
東
洋
観

の
相
違
如
何

で
は
、

東
洋
と
は
骨
董

の
謂
で
あ

っ
て
現
代
的
意
義
な
し
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
、
留

た
東
洋
と
は
現

代

の
課
題

で
大

い
に
研
究
さ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と

に
も

な
る
。
真

の
東
洋
を
待
ち

の
ぞ
む
声
の
強

く
な

っ
て
き

つ
ゝ
あ
る
今

日
の
世
界

大
勢
か
ら
み
た
な
ら

ば
、
露
伴

の
文
学
と
思
想
は
優

に
骨
董
的
価
値

の
名
称

を

佐
藤
氏

に
返
上
し
て
現
代

的
価
値

の
名
称

を
い
た

ゞ
く
に
足
る

こ
と
を
分
ら

せ

る
機
運

に
む
か

い
つ
ゝ
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
綜
じ

て
偉
大
な
人
間

と

い
う
も

の

は
、
理

想
と
現
実

の
人
間

の
振
幅
が
激
し

い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
紛
紙
き
わ
ま

り

な
い
現
代
物
質
文
明

に
肯
ん
じ
な

い
高

い
感
情

の
あ
ら

わ
れ
と
し

て
の
そ

の

脱

俗
的
傾
向

を
骨
董

的
価
値

と
見

あ
や
ま
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

確

か
に
露
伴
は
所
謂
近
代
を
有
難

く
思
わ
な
か

っ
た
。
そ

の
露
伴

が
捨
て
た

所
謂
近
代

の
わ
ら
じ
を
鴎
外
が
拾

っ
て
は

い
た
と

い
う
の
で
は
あ
る
ま

い
。
鴎

外

の
は

い
た
近
代

の
わ
ら
じ
は
、
世
間

の
人
が
理
解
し
て

い
る
所

謂
近
代

で
は

な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

「
高
瀬
舟

」
か
ら

「
寒
山
拾
得
」
、

「
寒
山
拾
得
」

か
ら

【
渋
江
抽
斉
」

の
道
は
辿
れ
な

い
の
で
あ
る
。
近
代
を
ど

の
よ
う
に
深
化

し

て
い
く
か

ゞ
鴎
外

の
道
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
深
化
の
過
程

に
於

て
両
者
が

相
反
擾

し

相
摩
し

て
東
洋
的

世
界

が
浮

ぴ
あ
が

っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
両
者

と
も
安
価

な
近
代
合
理
主
義

に
甘
ん
ず
る
よ
う
な
人

で
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
晩
年

の
鴎
外

の
あ
の
過
去

の
忘
れ
ら
れ
た
人
物

に
対
す
る
驚

く
ほ

ど

の
情
熱

が
史
伝

と
な
り
、
露
伴

の
過
去

へ
の
情
熱
が
論
仙

と
な

っ
て
い

っ
た

過
程
を
、
た

ゞ
単

な
る
反
近
代
的
発
想
と
は
受
け
と
ら

れ
な

い
の
で
あ
る
。



三

鴎

外
は
寒
山
拾
得
縁
起

で
子
供

に
寒
山
と
拾
得

の
こ
と
を
聞

か
れ
て

「
…
…
最

も
窮
し
た

の
は
、
寒
山
が
文

殊

で
拾
得
は
普
賢
だ
と
云

っ
た
た
め
に
、文
殊
だ

の

普

賢
だ

の
の
事
を
聞
は
れ
、
そ
れ
を
ど
う
か
こ
う
か
答

へ
る
と
又
そ

の
文

殊
が

寒
山
で
普
賢
が
拾
得
だ
と
云

ふ
の
が
わ
か
ら

ぬ
と
云
は

れ
た
時

で
あ
る
。
私
は

と
う
　

宮
崎
虎
之
助
さ
ん

の
事
を
話
し
た
。
宮
崎

さ
ん
は
メ

ッ
シ
ア

ス
だ
と

自
分

で
云

っ
て
ゐ
て
、
又
其

メ

ッ、
シ
ア

ス
を
拝

み
に
往
く
人
も
あ
る
か
ら

で
あ

る
。
こ
れ
は
現
在

に
あ
る
例

で
説
明

し
た
ら
、
幾
ら
か
わ
か
り
易
か
ら
う
と
思

っ
た

か
ら

で
あ
る

。し
か
し
此
説
明
は
功
を
奏

せ
な
か

っ
た
。
子
供

に
は
昔

の
寒

山

が
文

殊
で
あ

っ
た
の
が
わ

か

ら

ぬ
と
同
じ
く
、
今

の
宮
崎

さ

ん
が

メ

ッ
シ

ア

ス
で
あ
る
の
が
わ
か
ら
な
か

っ
た
。
私
は

一
つ
の
関

を
喩
え

て
、
又

一
つ
の

関

に
出
逢

っ
た
や
う

に
思

っ
た
。
そ
し

て
と
う

ー

か
う
云

っ
た
。
『実

は
パ

 パ
も
文
殊
な

の
だ
が
、
ま
だ
誰
も
拝

み
に
来
な

い
の
だ
よ
。
』」
と

い

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
の

い
い
方

は
露
伴

の
嫌
悪
を
誘
う
よ
う
な
も

の

で

あ

る

が
、
我

々
は
こ
の
縁
起
談

で

「
寒
山
拾
得
」

の
作
品
意
図
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
殊

に
文

中

の

「実

は
パ
パ
も
文

殊
な

の
だ
が
、
ま
だ
誰
も
拝
み

に
来
な

い

の
だ
よ
。」
と
い
う

こ
と
ば
は
普
賢

の
行

に
対
し
て
文
殊

の
理
を
示

す
の
で
あ

っ

て
、
鴎
外

の
東
洋
を
暗
示
し
て

い
る
。

こ
ゝ
で
文
殊
と
普
賢

で
両
者

の
対
立

を

い
ゝ
あ
ら
わ
す
な
ら
ば
、
露
伴

の
普

賢
行
に
対

し
て
鵬

外

の
文
殊

理
と
な
し
得

よ
う
か
。
実
際
寒
山
が
文
殊

で
拾
得
が
普
賢
で
あ
る
よ
う
な
思
想
が
子
供

に
分

か

る
筈

の
も

の
で
は
な
く
、
大
人
で
も
仏
教

に
な
じ
み
が
な

い
か
ぎ
り
た

や
す

く
理
解
さ
れ
る
も

の
で
は

あ
る
ま

い
。
し
か
し
大
乗
経
典

に
親
し

ん
で
い
る
人

に
と

っ
て
は
、
か
よ
う
な
も

の
は
仏
教
思
想
上

の
常
識
的

段
階

で
あ
ろ
う
。
こ

れ
が
次
の
よ
う

な
も

の
に
な
る
と
教
相
的
知
識

が
あ

っ
た
だ
け
で
は
ど

う
に
も

な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
ま

る
で
鉄
饅
頭

を
ほ
お
ば

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
四
十
則

南
泉

一
株
花

、

垂

示

に
云
く
、
休

し
去
り
漱

し
去

る
、

鉄
樹
花

を
開

く
。
有
り
摩
、
駐
児
落

節
。
直
饒

七
縦
八
横
な
る
も
、
他

に
孔
鼻

を
穿

た
る

ゝ
こ
と
を
免
れ
ず
、
且

く
道

へ
、
請

誰
什
摩

の
処
に
か
在

る
。
試

み
に
挙
す
看
よ
。

〔
本
則
〕
挙
す
、
陸

亘
大
夫
、
南
泉
と
語
話
す
る
次
、
陸
云
く
、
肇
法
師

道

く
、
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物

と
我

と

一
体
と
。
也
甚

だ
奇
怪
な
り
。
南
泉

庭
前

の
花
を
指
し
て
、
大
夫

を
召
し

て
云
く
、
時

の
人
此

の

一
株

の
花

を
見

る
こ
と
、
夢

の
如
く
に
相
似

た
り
。

〔
頒
〕
聞
見

覚
知

一
一
に
非
ず
。
山
河
は
鏡
中

に
在

っ
て
観
ず
。
霜
天
月

落

ち

て
夜
将

に
半

な
ら
ん
と
す
。
誰
と
共

に
か
澄
潭
影

を
照
し

て
寒
き

(岩

波

文
庫
、
碧
巌
録

)

鴎
外

の
寒
山
が
文

殊
で
拾
得

が
普

賢
て
あ
る
と
す
る
こ
と

ば
が
す
ぐ
理
解

で

き
る
人

に
と

っ
て
は
本
則
中

の
肇
法
師

の
こ
と
ば
は
容
易

に
理
解
さ
れ
る
が
、

頒
中

の

「
霜
天
月
落
ち
て
夜
将

に
半

な
ら
ん
と
す
。
誰
と
共

に
か
澄
潭
影

を
照

し
て
寒
き

」
は

一
体

何
を

い

っ
て

い
る
の
か
全

く
取

つ
き
よ
う

の
な

い
も

の
で

あ
る
。
風
流

を
語

っ
て
い
る
よ
う

に
し
て
肇
法

師

の
こ
と
ば
も
鴫

外
の
こ
と
ば

も
包

み
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う

に
詩
を
以
て
深

い
自
己

の
心
境
を

表
現
す
る

こ
と
は
禅
文
学

の
常
套
で
、
読
者

に
深

い
自
然
と
人
性

の
体
験
を
要

求
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
字
句

の
解
釈

だ
け
で
は
理
解
さ
れ
た
と
は
さ
れ

な
い
の
で
あ
る
。
観
画
談

に
於
け
る
春
江
図
も
大
乗
経
典

に
よ
く
出
て
く
る
偶

や
、
禅
文
学

に
於
け

る
頒

に
相
当
す
る
よ
う
な
味
わ

い
を
持

っ
た
文

で
あ
る
。



た
ゞ

こ
ゝ
に
仏
教
思
想

で
生

の
ま
ゝ

出
て

い
な

い
の
で
、
人
は
ど

こ
に
仏
教

が

あ
る

の
か
と
見
落

し
て
し
ま

う
ほ
ど

で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
ま

で
に
老
儒
仏

の
思
想
は
露
伴

の
血
肉
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
儒
教

や
道
教

や
仏
教

の
ど
れ
か

一
つ
の
観
点

か
ら

の
み
こ
の

春
江
図
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
が
、
強

い
て
仏
教
思
想

に
二
れ

を
求
め
る
と
、
華

巌

の
事

々
無
藤

の
法
界

思
想
の
風
韻
を
風
景
化

し
た
も

の
の

よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。
山
も
川
も
人
も
鳥
も
花
も
す

べ
て

の
も

の
が
、
霊

性
を
褥

び
て
満
ち
足
り

て
い
る
。
陶
淵
明

の
所
謂
治
然

と
し

て
自
か
ら
治
し
む

の
境
界

が
描

か
れ

て
い
る
。
さ
き

の
引
用
文

中
、
南
泉

は
庭
前
の
花
を
指
し

て
、

時

の
人

此
の

一
株

の
花

を
見

る
こ
と
、
夢

の
如
く

に
相
似
た
り
と

い

っ
て
い
る

が
、
.露
伴
は

こ
の
自
然
と
人
間

の
和
楽
し

て
い
る
姿

に
現
実

の
人
生
、
現
実

の

社
会

を
見

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
は
和

楽
が
あ
る

の
み
で
争

い
は
な
い
。

か

っ
て
露
伴
は
自
然
を
忘
れ

て
自
ら
を
高
し
と
し
て
人
間

の
慢

に
陥

っ
た
震
災

前

の
大
正
の
人
間

を
外

道
そ
の
ま

ゝ
の
姿

で
あ

っ
た
と
は
げ
し

く
攻
撃
し
た

こ

と
が

あ

っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
み
る
と
、
こ

の
春
江
図

に
於
け

る
自
然
と
人
間

の

あ
り

か
た
は
、
自
然
と
人
間

の
対
立
か
ら
な
り
た

っ
て
い
る
現
代
文
明
を
純
粋

に
東
洋
的

な
世
界

か
ら
批
判
し
た
と
も
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
高
瀬

舟
」
で
鴎
外
は
人
間

の

「
知
足
」
と

「
安
楽
死
」

の
問
題
を
と
り

あ
げ

た
。
そ
れ
は

い
ず
れ
も
人
問

の
な
か

に
於

け
る
自
然

の
問
題

で
あ
る
。
人
聞

の

欲

望

に
は
限
り

が
な

い
。

「
鵬
鶏
は
深
林

に
巣

ふ
こ
と

一
枝

に
過
ぎ
ず
侮
鼠

の

河

に
飲

む
こ
と
腹

に
満
る

に
過
ぎ
ず

」

の
と
こ
ろ
か
ら
人
間

の
欲
望

を
な
が

め

た
な
ら
ば
、
人
間

が
い
か

に
不
自
然
な
も

の
で
あ
る
か
が
分

か
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
は
人
間

の
外

に
行
わ
れ

て
い
る
が
、
人
間

の
内

に
も
行

わ
れ
て
い
る

の
で

あ
る
。
鴎
外
が
若

い
時

か
ら
学

ん
で
き

た
自
然
科
学
は
人
間

の
外

に
あ
る
自
然

を
対
象

と
し

て
取
り

あ
げ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

さ
き

の

「
高
瀬
舟
」
で

の

「安
楽
死

」
の
問
題
は
人
間

の
死
を
λ
間

の
手

に

よ

っ
て
早
め
て

い
ゝ
か
と

い
う
聞

題
で
あ
る
が
、
鴎
外
は

こ
の
問
題

に
興
味
を

寄

せ
て

い
る
だ
け

で
い
ゝ
と
も
悪

い
と
も

い
っ
て

い
な
い
。
人
間

の
肉
体
を
そ

の
苦
楽

の
み
で
取
扱

っ
て
い
る
医
学
社
会
で
は

「死

て
瀕
し

て
苦
し
む
も

の
が

あ

っ
た
ら
、
楽

に
死

な
せ
て
、

其
苦
を
救

っ
て
遣

る
が
好

い
と
云

う

の
で
あ
、

る
」
が
、
従
来
の
宗

教
や
道
.徳
は
そ
れ
を
認
め
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
医
学
社

会

で
い
う
と

こ
ろ
の
も

の
が
自
然
で
あ
る
か
、
従

来
の
宗
教

や
道
徳

で

い
う
と

こ
ろ
の
も

の
が
自
然

で
あ
る
か
は
鴎
外
は
答
え
て

い
な

い
。
人
間

の
よ
う

に
知

性

の
な

い
動
物

は
そ
・の
よ
う
な
死

を
持
た

な
い
の
で
あ
る
。
リ

ル
ヶ
が

マ
ル
テ

の
手
記
で
取
り
扱

っ
て

い
る
死
は

「
安
楽

死
」

の
思
想
で
は
な

い
。
人
間

の
さ

か
し
ら

に
よ

っ
て
得
た
死

で
な
く
自
然

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
死

の
荘
巌

で
あ

っ
た
。

死
は
運
命

な
の
で
あ
る
。
近
時
製
薬
技
術

の
発
達
は
薬
物

に
よ
る
と
こ

ろ
の

一
種

の
還
壮
術
を
盛
ん
に
し

て
き
た
が
、
自
然

の
意

志

に
反
す

る
還
壮
術

が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
古
人

に
よ

っ
て
も
試

み
ら
れ
、
仙
書
参
洞
契

の
魏
伯
陽

の
如

き
は
は
げ
し
く

こ
れ
を
弾
呵
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
不
老
不
死

の
仙
薬
は
秦

の
始
皇
帝

だ
け
で
は

な
く
、
今

日

の
人
も
狂
人
の
よ
う
に
求
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
か

に
人
間

の
自
然

に
反
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
魏

伯
陽
や
仙
人
呂

洞
浜
等
の
弾
呵

し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
露
伴
は

「
仙
人
呂

洞
浜
」
で
次

の
よ
う

に
い
っ
て
い
る
、

「或

問

ふ
、
然
ら
ば
則
ち
仙
な
る
も

の

あ
り
や
と
。
日

く
、
仙

の
存
す
る

こ
と
は
又

何
ぞ
疑
は
ん
や
。
儒

の
道
を
信
ず

る
者

、
能

く
成

る
あ
れ
ば
、
之
を
儒
と

い
ふ
。
仏

の
教

を
奉
ず
る
者
、
能
く
成

る
あ
れ
ば
、
即
ち
是

仏
な
り
、
道
教

に
於
て
成

る
あ
る
者
、
仙

な
ら
ず

し
て
何



ぞ

や
。
日

く
、
黄
金
練
り

て
致
す

べ
き
か
。
曰
く
、
黄
金
致
す
べ
し
。
そ

れ
黄

金

を
視

て
土
石

に
同
じ
う
す
る
を
得
ば
、
土

石
即
ち

是
黄
金
な
り
。
土
石

の
黄

金

と
な
ら
ざ
る
を
憂

へ
ず

、
た

ゞ
傭

の
黄
金
を
以

て
土
石
と
為
す
能

は
ざ

る
を

憂

ふ
べ
き
の
み
。
日
く
、
不
死
も
得

べ
き
か
。
曰

く
、
得

べ
し
。
儒
教
仏
教
基

督
教
、
皆
不
死

の
道

を
教

ふ
る

の
み
。
不
死

に
し
て
得

べ
か
ら
ず

ん
ば
、
教
も

亦
徒
爾
な
ら
ん
の
み
。
教

を
解
し
教

を
悟
り
教

を
信

じ
て
疑
は
ざ
る
を
得
ば
、

復
所
謂
生
死

な
る
も

の
無

し
。
眼

に
生

死
を
空

し
う
す
、
則
ち
何

の
処

に
か
死

あ
ら
ん
や
。
惟

に
仙
人

即
ち
不
死

な
る
の
み
に
あ
ら
ぎ
る
也
、
又
何

を
か
疑
は

ん
。

曰

く
、

不
老
長
生

神
通
遊
戯
、

此
も
ま
た
得

べ
き
か
。
曰

く
、
問

ふ
こ

と
を
休

め
よ
。
老
を
長
生

と

い
ふ
。
老

い
ず
し

て
堂
長
生
あ
ら
ん
や
。
人
長
生

を
欲
せ
ぎ
る
は
無
し
、
而
し

て
老
を
欲
す
る
無

し
、

こ
れ
を
迷
妄

と

い
ひ
、
正

道

を
信
ぜ
ず
と

い
ひ
、
魔

道
を
奉
ず

る
と
い
ふ
な
り
」
と
し
て

い
る
。

こ
の
作
品
は
大
正
十

一
年

で
鴎
外

の

「高
瀬

舟
」

「
寒
山
拾
得

」
発
表

六
年

後

の
も

の
で
あ
る
が
、
鴎
外

の
両
作
品
を
考
え
る
上

に
大
変
参
考

に
な
る
も

の

で
あ

る
。

こ
ゝ
で
生
死
が
自
然

の
事
実
と
し
て
把

握
さ
れ
て
い
る
。
生
と
死
が

あ

る
の
で

な
く
生

死
と

い
う
自
然

の
事
実
が
あ
る

の
で
あ
る
。
宗

教
は
生
死

と

い
う
自
然

の
事
実
を
教
え

て
い
る

の
で
あ
る
。
道
元

は

「
こ
の
生
死
は
、
す
な

は
ち
仏

の
御

い
の
ち
な
り
、

こ
れ
を

い
と
ひ
す

て
ん
と
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
仏

の
御

い
の
ち
を
う
し
な
は

ん
と
す
る
な
り
。

こ
れ

に
と

ゞ
ま
り

て
、
生
死

に
著

ず
れ

ば
、

こ
れ
も
仏

の
御

い
の
ち
を
う
し
な

ふ
な
り

。
仏

の
あ
り
さ

ま
を
と

ゞ

む
る
な
り
。

い
と
ふ
こ
と
な
く
、
し
た

ふ
こ
と
な
き
、
こ
の
と
き
は

じ
め
て
、

仏

の
こ

ゝ
う
に
い
る
。
し
と
し
て

い
る
が
こ

ゝ
に
は
微
塵
も
安
楽
死

の
思
想
を
入

れ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ

ゝ
で

い
う

自
然
を
対
象
的

に
解

せ
ね
ば
、

仏

を
自
然
と
置

き
か
え
て
も

い

ゝ
の
で
あ
る
。

こ
の
自
然

は

「
高
瀬
舟

」
の
喜
助

の
内
面

に
窺
は
れ
た
の
で

あ
る
が
、

こ
の
自
然

が
完

全
な
形
象

を
得

る
に
は

「
寒
山
拾
得
」

へ
と
赴
か
ね

ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
ゝ
で
は
鵬
外
は
明
ら
か

に
聖
と
俗
を
対

立
さ
せ
て
、
俗

を
滑
稽

な
ま
で
に
描

く
こ
と
に
よ

っ
て
聖

を
き
わ
だ
た
せ
て

い
る
。
寒
山
や
拾

得

を
小
説
中

の
人
物

と
し

て
描
く

に
は
近
代
砺
説

の
手
法

で
は
描
け
な

い
の
で

あ

る
が
、

俗
人

の
典
型
と
し

て
描

か
れ
て

い
る
道
翅
は
さ

す
が

に
活
写
さ
れ

て
、
愚
者

の
如
き
寒
山
拾
得

の
聖
者
性

を
浮

き
あ
が
ら

せ
て

い
る
。

「
観
画
談
」
で
も

「
寒
山
拾
得
」

で
も
終

の
処
で
は
読
者

は
狐

に
で
も
鼻
を

つ

ま

ゝ
れ
た
よ
う
な
感

じ
を
受
け
る

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
作
者

に
と

っ
て

最
も
快

心
の
と

こ
ろ
で
も

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
山

に
登

っ
て

い
て
足
も
と

に
雲

が

ス
ー

ッ
と
や

っ
て
き
た

の
に
ヒ

ョ
イ
と
飛
び
の

っ
て
飛
び
さ
る
よ
う
な
快

味

を
心

に
得

た
に
違

い
あ
る
ま

い
。

「
観
画
談

」
の
春

江
図

に
於

て
す

べ
て
山
も

川
も
人
も
花

も
鳥

も
満
ち

た
り

て
い
る

の
に

「寒
山
拾
得
」

で
は
満
ち
足
り
て

い
る
も

の
は
寒
山
拾
得
だ
け

の
よ
う
で
あ
る
。

「
閥

が
其
視
線
を
辿

っ
て
、
入

口
か
ら

一
番
遠

い
竈

の
前
を
見
る
と
、
そ
こ

に
二
人

の
僧

の
鱒

っ
て
火

に
当

っ

て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。

一
人
は
髪

の

二
三
寸
伸

び
た
頭
を
剥
き
出

し
て
、
足

に

は
草
履

を
穿

い
て
ゐ
る
。
今

一
人
は
木

の
皮

で
編
ん
だ
帽
を
被

っ
て
、
足

に
は

木
履
を
穿

い
て
ゐ
る
。
ど
ち

ら
も
痩

せ
て
見
す
ぼ
ら
し

い
小
男

で
、
豊
干

の
や

う
な
大
男

で
は
な

い
。
道
翅
が
呼
び
掛

け
た
時
、
頭

を
剥
き
出
し
た
方
は
振

り

向

い
て

に
や
り

と
笑

っ
た
が
、
返
事
は
し
な
か

っ
た
、
こ
れ
が
拾
得
だ
と
見

え

る
。
帽
を
被

っ
た
方
は
身
動
き
も
し
な

い
。
こ
れ
が
寒
山

な
の
で
あ
ら
う
。
闇

は
か
う
見
当

を
附
け

て
二
人

の
傍

へ
進

み
寄

っ
た
。
そ
し

て
袖

を
掻

き
合

せ
て

恭
し
く
礼

葱
し

て

『
朝
儀
大
夫
、
使
持
節
、
台
州

の
主
簿
、
」
柱
国
、
賜
緋
魚

袋
、
閥
丘

胤
と
申

す
も

の
で
ご
ざ

い
ま
す
』

と
名
告

っ
た
。

二
人
は
同
時

に
閻



を

一
目
見

た
。
そ
れ
が
ら

二
人
で
顔

を
見
合

ぜ
て
腹

の
底

か
ら
籠

み
上
げ
て
来

る
や
う
な
笑
声
を
出
し
た
が
と
思

ぷ
と
、

一
し

ょ
に
立
ち
上

が

っ
て
、
厨
を
駆

け
出
し

て
逃
げ
た
。
」

こ
の

「寒

山
拾
得

」
を

「
観
画
談
」

の
次

の
交

に
対
比
さ
せ
て
み
る
。

「
江

準
が
な
だ
ら
か

に
な

っ
て
川
柳

が
扶
疎

と
し

て
居
り
、
雑
樹

が
も
さ
　

と
な

っ
て
居
る
其
末

に
は
葭
荻

が
茂

っ
て
居
る
。
柳

の
枝

や
薦
荻

の
中

に
は
風
が
柔

ら
か

に
吹

い
て
ゐ
る
。
瀧

の
き
れ
目

に
は
春
の
水

が
光

っ
て
ゐ
て
、
そ

こ
に

一

艘

の
小
冊
が
揺

れ
な
が
ら
浮

い
て

ゐ
る
。
船
は
遽

蔭

を
編

ん
で
日
除
兼
雨
除

と

い
ふ
や
う
な
も

の
を
隅

の
間

に
し

つ
ら

っ
て
あ
る
。
何

や
ら
火
炉
だ

の
繋
礫
だ

の
の
家
具
も
少
し
見

え
て
ゐ
る
。
船
頭

の
老
夫
は
艦

の
方

に
立
上

っ
て
、
瓶
胴

に
片
手
を
か
け

て
今
や
舟
を
出
さ
う
と
し
て
ゐ
な
が
ら
、
片
手

を
挙
げ

て
、
乗

ら
な

い
か
乗
ら

な
い
か
と
云

っ
て
人
を
呼

ん
で
ゐ
る
。
其
顔
が

ハ
ッ
キ
リ
分
ら

な

い
が
ら
、
大
器
氏
は
燈
火
を
段

々
と
近
づ
け
た
。
遠

い
と

こ
ろ
か
ら
段

々
と

歩

み
近
づ

い
て
行

く
と
段

々
と
人
顔
が
分

っ
て
来
る
や
う
に
、
朦
朧
た
る
船
頭

の
顔

は
段

々
と
分

っ
て
来

た
。
膝

ッ
節
も
肘
も

ム
キ
出
し
に
な

っ
て
居
る
絆
纒

み
た
や
う
な
も

の
を
着
て
、
極

々
小

さ
な
笠

を
冠

っ
て
、
梢

々
仰

い
で
ゐ
る
様

子
は
何
と
も
云

へ
な

い
無

邪
気

な
も

の
で
、
寒
山
か
拾
得

の
叔
父
さ
ん

に
で
も

当
る
者

に
無
学
文

盲

の
此
男
が
あ

っ
た
の
で
は
有

る
ま

い
か
と
思
は
れ
た
。
オ

ー
イ

ッ
と
呼
は

っ
て
船
頭
さ
ん
は
大
き
な
口
を
あ

い
た
。
晩
成
先
生
は
莞

爾
と

し
た
。
今
行

く
よ
ー

ツ
と
思
は
ず
返
辞
を
し
よ
う
と
し
た
。
途
端

に
隙
間

を
漏

っ
て
吹
込
ん
で
来

た
冷
た

い
風

に
燈
は
ゆ
ら
め

い
た
。
船
も
船
頭
も
遠
く
か
ら

近
く

へ
瓢
と
し
て
去

っ
た

。
」寒
山
か
拾
得

の
叔
父

さ
ん
に
で
も
当
る
者

に
無
学

文
盲

の
此
男
が
あ

っ
た

の
で
は
有
る
ま

い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
あ
た
る
と

思

わ
ず

ヒ
ャ

ッ
と
さ

せ
ら
れ
る
。
こ

ゝ
で
鴎
外

の
寒
山
拾
得

を
す
ぐ
思

い
浮

べ

る
の
は
わ
た
し
だ
け

で
あ
ろ
う
か
。
こ

ゝ
の
と
こ
ろ
は
露
伴

が
鵬
外

の
「
寒
山
拾

得

」
を
対
立
的

に
意
識
し
て

い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
推
測

さ
せ
る
よ
う
な

文

で
あ

る
。

船
頭
は
晩
成
先
生
を
俗
人
と
し
て
扱

っ
て
は

い
な

い
の
で
あ

る
。
船

の
上
か

ら
晩
成
先
生

に
乗
ら
ん
か
と
呼

び
か
け
て

い
る
人
で
あ
る
。
寒
由
や
拾
得
も
学

問

の
あ
る
人
で
あ

っ
た
。

「
寒
山
詩

」
は
そ

の
証
拠

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
ゝ

の
船
頭

は
学
問

の
な

い
人
で
あ
る
。
老
子

の
所
謂

「絶
学

」
の
人

で
あ
る
。
露

伴

は
恐
ら

く
西
洋

の
近
代
に
よ

っ
て
神
経
衰
弱

に
な

っ
た

で
あ
ろ
う
晩
成
先
生

に
知
性

の
か
げ
を
微
塵
も
宿

さ
な
い
無

心
な
寒
山

か
拾
得

の
叔
父
さ
ん
に
で
も

あ
た
る
船
頭

を
持

っ
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。

「
寒
山
拾
得
」
も

　、観
画
談

」
の

船
頭
も
憂

の
な
い

本
然

の
人
物

で
あ

る
こ
と
に

ま
ち
が

い
は

な

い
の
で
あ

る

が
、

「
寒
山
拾
得

」
は
俗
を
逃
げ
よ
う
と
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
寒
山
拾
得

」
像
は
鴎
外

の
実
生
活

を
考

え
ね

ば
な
る
ま

い
。
形
式
的

な
官
吏

生
活

や
複
雑
な
家
庭
生
活

の
問
題
な
ど
に
人
問

の
自
然
を
抑
圧
さ
れ
て
い
た
鴎

外

に
は
、
露
伴

の
よ
う

に
大
学

の
先
生

の
職
も
自
己

の
意
に
満

た
ね

ば
ポ
ン
と

蹴

っ
て
、
も
と

の
読
書
人

に
帰
り
う
る
よ
う
な
気
や
す
さ
は
な
か

っ
た
。
鴎
外

の
自
己
抑
圧

の
幻
影

は
死

の
床

に
ま
で
や

っ
て
く
る
。
遺
言
書

に

「
死

ハ
一
切

ヲ
打

チ
切

ル
重
大
事
件
ナ
リ
奈
何

ナ
ル
官
権
威
力
ト
雌
此

二
反
抗

フ
ル
事

ヲ
得

ス
ト
信

ス
余

ハ
石
見
人
森

林
太
郎

ト
シ
テ
死

セ
ン
ト
欲

ス
」
と
し
る
さ
せ
し

め

た
こ
と
は
ま

こ
と
に
特
異
と

い
う

べ
き
で
あ
る
が
、
鴎
外

に
は
墓

の
下

に
こ
そ

何

に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由

の
世
界

が
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

に
比
し
て

「
俺
は
も
う
死
ん
ぢ

ゃ
う
よ
」
と

い

っ
た
露
伴

の
こ
と
ば
は

彼

の
思
想
と
文
学

の
総
決
算

で
、
彼

の
思

想
と
文
学

の
す

べ
て
を
解
し
得
て

の

ノ



み
真

に
体
得
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
認
識

の
対
象

に
な
る
こ
と
ば

で

は
な

い
。
中

谷
宇
吉
郎
氏
が
中
国
神
仙
道
か
ら
こ
の
こ
と
ば
を
解

こ
う
と
さ
れ

て

い
た
が
、
そ
れ
も
単

に

一
の
観
点

を
い

っ
て
お

ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
そ

れ

で
以

て
解
し
終

っ
た
と
さ
る
べ
き
も

の
で
は
な

い
。
唯

こ
の
よ
う
な
死

の
床

で
の
相
違
も

「
襯
画
談
」
と

「
寒
山
拾
得

」
の

二
つ
か
ら
み
て
み
る
と
、
大
変

興
味
深

い
も

の
が
で
て

い
る
の
で
あ
る
。
文
殊
と
普
賢

で
あ
る
寒
山
拾
得

が
腹

の
底
か
ら
笑

っ
た
あ
と

に
道
翅

を
残
し
て
逃
げ

て
い
く
、
し
か
も

「
豊
干

が
し

ゃ
べ
っ
た
な

、」
と
い
う
こ
と

ば
を
残
し
て
。
そ
れ
に
対
し
て

「
観
画
談
」

の
春

江
図
で
寒
山
か
拾

得
の
叔
父
き

ん
に
で
も
あ
た
る
よ
う
な
無
学
文
盲
な
男
が
、

無

心
そ

の
も

の
で
、
大
き

な
口
を
あ

い
て

オ
ー
イ

ッ
と
呼

は
わ

っ
て
そ
れ

に
今

行

く
よ
ー

っ
と
思
わ
ず
答

え
ん
と
し
た
前
後

際
断

の
体
験

は
聖
も

な
け
れ
ば
俗

も
な

い
.》
生
も

な
け
れ

ば
死
も
な

い
。
聖

俗
不

二
に
し
て
生
死

一
如

の
体
験

で

あ
る
。

こ
の
呼
吸
は
東
洋

の
最
も
深

い
無

心

の
思
想
で
、
西
洋
人

の
い
ま
だ
曽
て
体

験

し
得

な
か

っ
た
も

の
で
あ
る
。
露
伴

の
死

の
こ
と

ば
は

こ
ゝ
の
呼
吸
に
似

て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
春
江
図

は
露
伴

が
既

に
こ
の
よ
う
な
東
洋
的
世
界

に

到

達
し
て

い
る
こ
と
を

示
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

「
俺
は
も
う
死

ん
ぢ

ゃ
う

よ
」
と

い
う
こ
と

は
は

こ
の
時

期

に
於

て
も
吐
け
る
よ
う
な
境

地
に
達
し

て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

一
方
鴎
外

に
と

っ
て
自
然
は

「
高
瀬
舟
」
よ
り

「
寒
山
拾
得
」

へ
と
明

確
な

形

を
と

っ
て
き

た
、
そ
れ
は
も
は
や
従

前
の
自
然
科
学
考
と
し
て
取
り
扱

っ
て

い
た
自
然

て
は

な
か
っ

た
。
か
く
し
て

「
渋

江
抽
客
,

に
於
て
尺
商

の
い
と
な

み
で
あ
る
歴
史

の
な
か
に
、
自
然

の
大
道
を
は

っ
き
り
見
き
わ
め
得
た

の
で
あ

っ
た
。
抽
斉
は
実

に
文
殊

で
あ

っ
た
、
逃
げ

て
い

っ
た
寒
山
が
俗
世
間

に
還

っ

て
き
た

の
で
あ
る
。
抽
斉
が
文
殊
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
な
ら
ば
文

殊
と
は
麻
三

斥
と

い
っ
て
お
こ
う
。
と
も
か
く
鴎
外

が
見
た
歴
史

の
中

の
自
然

の
大
道

が
明

ら
か

に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
晩

年
の
鴎
外

の
考
証
家
と
し
て
歴
史

の
世
界

に

わ
け
入

っ
て
い
く
意
味
が
分

ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
考
証
家
に
堕

し
た
な
ど

9

と

い
う
批
評
が
全
く
あ
た
ら
な

い
の
も
、
こ
れ
に
よ
る

の
で
あ
る
。

臼
井
吉
見
氏
は
大
正
文
学

の
出
発

を
、
大
逆
事
件
と
乃
木
将
軍
殉
死

に
対
す

る
文
学
者

の
反
応

か
ら

み
て

い
ら
れ
る
が
、

こ
の
シ

ョ
ッ
キ

ン
グ
な
事
件

に
最

も
大
き

な
反
応
を
示
し
た
の
は
、
鴎
外

と
露
伴

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
臼
井
氏

は
鴎
外

の
反
応

を
精
彩

に
探
究
し
て
お
ら

れ
る
が
、
、露
伴

の
こ
と
に
は
触
れ
て

お
ら

れ
な
い
。
大
正
文
学

史

の
権

外

に
露
伴

を
お
け

は
そ
の
必
、要
も
な

い
の
で

あ
ろ
う
が
、
近
代
文
学

と
伝
統

や
道
徳

の
意
味

を
考
え
る
時

、
鴎
外

の
反
応
と

あ
わ
せ
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。

鴎
外
が
将
軍

の
殉
死

に
反

応
し
て

「
興
津
弥

五
右
衛

門
の
遺
書

」
を
書

い
て

克
己

の
武
士
道
精
神

の
内
証
を
得
た

の
に
対
し

て
、
露
伴
は
法
華
経

の
寿
量
品

を
読

み
と

っ
た

の
で
あ
る
。
露
伴

の
こ
と
ば

で
鴎
外

の
内
証
を
得

た
も

の
を
推

測
す

る
と
次

に
掲
げ
る
引
用
文

の

「
即
是
鬼

な
り

」
と

い
う
と

こ
ろ
ま

で
で
、

乃
太
将
軍
は
神
也
か
ら
は
鴎
外

の
行
か
な
か

っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
伝

統

に
生
き
る
露
伴

の
強
さ
と
自
信

が
あ

る
。

伝

統
に
生
き
る
も
の

に
し
て
の
み

「
将
軍

に
於
て
寿
量
品

を
読

み
、
寿
量
昂

に
於

て
将
軍

の
死
を
見
る
」
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
霊
鷲
山
上

に
於
て
今

も

な
お
説

法
を
続
け

て
い
ら
れ
る
仏
の
こ
と
ば
を
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ



る
。
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
人
は
よ
く
云

い
、
よ
く
見

る
が
、

「
聞
」
と

い

う

こ
と
を
知

ら

な

い

の
で
あ

る
。

従

っ
て
ほ
ん
と
う

に
云
う
こ
と
も

で
き
ね

ば
、
見
る

こ
と
も
で
き
な

い
。
生

ぜ
し

め
ら
れ
て
生
じ
、
死

せ
し
め
ら
れ

て
死

す
。
天

地
間

の
遊
塵
と
な
る
の
で
あ
る
。
臼
井
氏
の
大
正
文
学
史

に
露
伴

の
こ

の

こ
と
が
書
き
落

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
近
代
文
学
史

な
る
も

の
に

つ
い
て
考
え

さ
せ
ら
れ
ざ

る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
も
近
代
と

い
う
符
牒
を
我

々
は
余

り
見

過
ぎ
る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

露
伴
は
殉
死

に
よ

っ
て
次

の
よ
う
に
偶

の
よ
う
な
美
し

い
文
章
を
書
き
遺

し

て
い
る
。
た

ゞ
こ
れ
だ
け
で
外

に
何
も
語

っ
て

い
な
い
。
殉
死

に
対
す
る
鴎
外

の
反
応

に
つ
い
て
は
、
筑
摩
版
現
代
日
本
文

学
史
大
正
篇

の
臼
井
氏

の
文

に
詳

し

い
の
で
、
そ
れ
に

つ
か
れ
た

い
が
、
露
伴

の

「
乃
木
将
軍
」
は
余
り
知
ら

れ

て
い
な

い
の
で
、
全
文
を
あ
げ

て
お
こ
う
。

生
あ
り
。
死
あ
り

、

生
き
て
死

せ
る
あ
り
。
死
し
て
生
け

る
あ
り
、

生

ぜ
し

め
ら
れ

て
生
じ
、
死

ル・一し
め
ら
れ

て
死
す
。
之

ア
天
地
間

の
遊
塵

と

な
す
。

生
き
て
而
し
て
朱
だ
曽

て
生

き
ず
、
生
き

て
而
し
て
既
に
死
す
。
之

を
酒
肉

聞

の
行
戸
と
な
す
。

死
し
て
而
し

て
未
だ
曽
て
死

せ
ず

、
死
し
て
而

し
て
猶
生
く
。

之
を
神
と
な

し
、
鬼

と
な
す
。

神

は
神

な
り
。

一
気
伸

び
て
而
し

て
存
す
、
之
を
神

と
な
す
。
志

を
遂
げ
て

而
し

て
永
く
生

く
、
即
是
神
な
り
。

鬼

は
屈

な
り
、
其
志
屈
し
て
而
し
て
混

び
ず

、
之
を
鬼

と
な
す
。
志
を
抱

い

て
而
し

て
死

せ
ず
、
即
是
鬼
也
。

乃
木
将
軍
は
夫
神
な
る
乎

。
神
乎

、
神
乎
、
神
也
。
神
や
死

せ
ず

。
経

に
日

く
、
我
語

の

衆
生

の
苦
界

に
没
在

す

る
を
見

る
、

故

に
身

を
現

す
を
為
さ

ず

、
其
を

し

て
渇
仰

を
生
ぜ
し
め
、
其

心
の
恋
慕
す
る

に
よ

っ
て
乃
ち
出

で

ゝ
為

に
法

を
説
く
と
。

又
曰

く
、

常

に
悲
感
を
懐
き
、

心
遂

に
醒
悟
す

と
。
将
軍
自
ら
死
し
て
人
皆
将
軍

を
懐

ふ
。
将
軍
乃
ち
不
説
を
以
て
道
を
説

き
、
人
皆
不
聞
を
以
て
教
を
聞
く
。
実

は
滅
度

せ
ず

の
言

の
虚
し
か
ら
ざ
る

を
見
る
。

将
軍

に
於
て
寿
量
品
を
読
み
、
寿
量
品

に
於
て
将
軍

の
死
を
見

る
べ
し
。

こ
れ
は
露
伴
作
る
と
こ
ろ
の
法
華
経
寿
量
品

で
あ
ろ
う
。
当
時

の
人

々
も
正

直

に
将
軍

の
死

の
重
大
な
意
味
を
受
け
と

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
死

の
意
味
を

受
け

と
る
こ
と

の
で
き
な
か

っ
た
の
が
、
西
洋

の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
洗
礼
を

受
け
て
、
西

洋

の
リ
ア
リ
ズ

ム
文
学

に
身

を
か
た
め
た
若

い
世
代
の
人
達

で
あ

っ
た
。
彼
等
は
殉
死

に
古
め
か
し
い
封
建
道
徳

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
み
見

て
、

乃
木
将
軍

の
人
間
を
見
落
し
た
の
で
あ
る
。

「
将
軍
」
に
よ

っ
て
乃
木
を
冷
笑

し
た
芥
川
が
そ

の
後

み
じ
め
な
最
後
を
遂
げ
る
に
至

っ
た
こ
と
は
文
学
史
上
の

い
た
ま
し

い
事
実

で
あ
る
。
彼

の
近
代
主
義

は
将
軍

の
殉
死
を
笑

い
、
彼

自
身

も
死

の
虚
無

の
な
か
に
吸

い
こ
ま
れ

て
い
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
露
伴
は

将
軍

の
死

に
法
華

経
の
寿

量
品
を
読
ん
だ

の
で
あ
る
。

近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
を
足

の
下

に
し

い
た
よ
う
な
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、

反
擾

を
感
す

る
人
も
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
大
魔

軍

の
襲
来
は
、
老
儒
仏
に
於
て
身
を
か
た
め
た
露
伴
に
は
、
襲

い
よ
う
も
な
か

っ
た
と
見

え
る
、
近
代

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
は
自
己
の
人
間
性

の
美

と
自
由

の
開

発
を
教
え
る
が
、
自
己

と
戦
う

こ
と
を
教

え
な
い
の
で
あ
る
。

自
己

と
戦

う
こ
と

に
よ

っ
て
自
己
を
あ
ら
わ
す
と

い
う
こ
と
は
教
え
な

い
の



で
あ
る
。
白
己
を
高
し
と
し
て
神
も

仏
も
無
み
し
て
し
ま

っ
た
近
代

ヒ

ュ
ー
マ

ニ
ス
ム
は
、
徹

践
的

に
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
世
界

に

鷹
落
し
た
。
若
く
し

て
近
代
科

学

と
近
代

ヒ

ニ
ー

マ
ニ
ズ

ム
と
の
洗
礼
を
受
け
た
鴎
外
は
、
そ

の
叡
智

に
よ

っ

て
次
第

に
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ

ズ

ム
の
疋
体

を
見
破

る
よ
う

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。露

伴
は
こ
の
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
魔
軍

の
戦

い
に
長
く
足
を
と
ゞ
め
な

か

っ
た
。
鴎
外
は
科
学
者

で
あ

っ
た
関

係
上
、
長
く
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
と

接
触
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年

に
な
る

に
従

っ
て
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ

ズ

ム
が
立
脚
し
て

い
る
の
と
は
違

っ
た
も
う

一
つ
の
自
然
が
、
自
己
の
根
祇

に

あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
己
に
克

つ
こ
と
に
よ

っ
て

の
み
把
握

き
れ

る
人
間

の
内
な
る
自
然

で
あ

っ
た
。

鴎
外
も
露

伴
も
、
乃
木
将
軍

の
殉
死

に
封

建
道
徳

の
権
化

を
見

る
よ
う
な
呑

気

な
人

で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
は
儒
教
道
徳

に
確
信
を
持

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
体
験
的
に
内

証
を
得

た
も

の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
我

々
が
今

日

の
近
代

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
克
服

に
於
て
、
鴎
外
、
露
伴

の
遺
産
は
今
後
大

い
に
我

々
の
力
と
な
り
、
ま
た
近
代
と
東
洋

の
問
題
に

つ
い
て
も
、
我

々
は
大
き
な
示

唆

を
受
け

る
も

の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

晩
年
に
な
る
に
従

っ
て
鴎
外
は
自
然
科
学

の
対
象
と
す
る
自
然
と
は
異

っ
た

も

う

一
つ
の
自
然

の
尊
重

の
念
を
益

々
深

く
は
し

て
き
た
が
、
そ
れ
と
近
代

の

科
学

と
道
徳

と
が
ど

の
よ
う

に
調
和

し
て
い
く
か
は
、
難

し
い
問
題

で
、
そ
れ

に
答

え
て
い
な

い
。
た

ゞ
感
情
容
認

の
近
代

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
よ
り
も
、
克

己

の

エ、
ラ
ル
の
徳
川
時

代
の
武
士
道
徳

の
方
が
、

こ
の
自
然

に
近

い
と
体
認
し
た

の
で
あ

っ
た
が
、
近
代
科
学

と
の
問
題
は
後

の
人
に
残

さ
れ
た
か

の
感
が
あ
る
。

夷
洋

の
古
典
思

想
と
古
典
文
学

に
居
を
構
え
た
露
伴

が
西
洋
近
代

の
客
観
的
、

合
理
的
、
分
析
的
な
安
価
な
近
代
主
義
を
斥
け
た

こ
と
は

い
う
ま

で
も

な
い
。

さ
き

に
あ
げ
た
論
仙
中

の
こ
と

ば
を
再
度
引
く
と
、

「
そ
れ
黄
金

を
視

て
土
石

に
同
じ
う
す
る
を
得

ば
、
土
石
即
ち
是
黄
金
な
り
。
土
石
の
黄
金

と
な
ら
ざ
る

を
憂

へ
ず

、
た

ゞ
禰

の
黄
金
を
以

て
十
右

と
為
す

能
は
ざ
る
を

憂

ふ
べ
き

の

み
」
と
し
て

い
る
。

近
代

科
学

の
道
は
、
土
石
を
黄
金
と

な
す

の
途
を
ひ
た
む
き
に
歩

ん
で
い

っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
再
度

の
大
戦

を
迎

え
、
原

爆
の
最
初

の
洗
礼
を

日

本
人
は
受
け
た
の
で
あ

っ
た
。
黄

金
を
土
石
と
な
す
内
面

の
力
が
、
改
め
て
再

認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時

に
立
ち
至

っ
て

い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
克

己

の

モ
ラ
ル
に
、
自

己
の
精
神

の
座
を
得
た
鴎

外
も
、
黄

金
を
土
石

と
な
す
と

い
う

露
伴
も
、
自
己

の
内

に
黄

金
を
見

た
こ
と
は
変
ら
な
か

っ
た
が
、
有

裏

に
有

形

を
徹
底
的

に
見
極

め
ん
と
し
て
い

っ
た
鴎
外
と
、
無
裏

に
無
形
を
徹
底
的

に
見

ん
と
し

て
い

っ
た
露

伴
と
は
、
自
か
ら
対
立

の
隠
影

を

一
き
わ
濃
く
大
正
文

学

史

に
印
し
た

の
で
あ

っ
た

。

付

記
こ
の
稿
は
も

と
観
画
談

の
神
秘
体
験
を
と
り
扱

っ
た
も

の
で
あ
り
ま
し

た
が
、
紙
幅

の
関
係
上
、
鴎
外

と
露
伴

に
触
れ
た
部
分

だ
け
を
取
り
だ
し

て
書
き
加
え
た
も

の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

わ
た
し
が
見
た
観
画
談
そ

の
も

の
の
性
格

が
読
者

の
方
に
十
分
分
ら
な

い
面
が
あ
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

い
ず
れ
稿

を
改

め
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ー

福
岡
県
立
直
方
高
等
学
校
教
諭
ー
～


