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▽
春
の
訪
れ
た
西
湖
の
景
色
は
、
一
幅
の
美
し
い
絵
の
よ
う
。
高
く

低
く
つ
ら
な
る
峰
々
が
周
囲
を
と
り
か
こ
み
、
湖
水
が
平
ら
か
に

広
が
っ
て
い
る
。

　
　
山
肌
に
な
ら
ぶ
緑
の
松
は
、
幾
重
に
も
翡
翠
の
羽
を
か
さ
ね
た

か
の
よ
う
だ
。
湖
水
の
ま
ん
中
に
う
つ
る
明
月
は
、
ま
る
で
ひ
と

つ
ぶ
の
真
珠
。

　
　
一
方
、
北
宋
の
蘇
軾
が
杭
州
通
判
（
副
知
事
）
在
任
中
の
煕き

寧ね
い

六
年
（
一
〇
七
三
）、
三
十
八
歳
の
と
き
に
作
っ
た
即
興
詩
「
飲

湖
上
初
晴
後
雨
」に
よ
っ
て
西
湖
は
天
下
第
一
級
の
詩
跡
と
な
る
。

水
光　
灔
晴
方
好　
水
光　
灔
と
し
て
晴
れ
て
方ま

さ

に
好よ

く

山
色
空
濛
雨
亦
奇　
山
色
空く

う

濛も
う

と
し
て
雨
も
亦
た
奇
な
り

欲
把
西
湖
比
西
子　
西
湖
を
把と

っ
て
西
子
に
比
せ
ん
と
欲
す
れ
ば

淡
粧
濃
沫
総
相
宜　
淡
粧
濃
沫
総す

べ
て
相
ひ
宜よ

ろ

し

　
▽
ひ
ろ
び
ろ
と
さ
ざ
波
に
ゆ
れ
る
湖
面
は
、
陽
光
を
あ
び
て
き
ら
め

き
、
西
湖
の
景
色
は
晴
れ
て
こ
そ
す
ば
ら
し
い
。
そ
ぼ
降
る
雨
の

中
、
湖
畔
の
山
々
が
お
ぼ
ろ
に
か
す
ん
で
い
る
雨
の
西
湖
も
、
ま

た
ひ
と
き
わ
風
情
が
あ
る
。

　
　
西
湖
の
美
し
さ
を
当
地
（
越
）
ゆ
か
り
の
美
女
西
施
に
な
ぞ
ら

え
て
み
れ
ば
、
淡
い
薄
化
粧
も
あ
で
や
か
な
厚
化
粧
も
ど
ち
ら
も

全
て
よ
く
似
合
う
。

　
湖
水
と
女
性
と
い
う
異
質
の
美
を
対
比
さ
せ
た
奇
抜
な
着
想
を
も

ち
い
て
、
西
湖
の
魅
力
を
知
ら
し
め
た
名
作
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
蘇
軾
は
十
六
年
後
の
元
祐
四
年
（
一
〇
八
九
）、五
十
四

歳
の
時
、
自
ら
希
望
し
て
今
度
は
知
杭
州
（
知
事
）
と
な
っ
て
来

任
し
、
西
湖
の
大
改
修
工
事
を
し
た
。
湖
底
を
浚
渫
し
た
泥
土
を

用
い
て
築
い
た
の
が
、
湖
の
北
岸
と
南
岸
を
結
ぶ
約
二
・
八
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
散
策
路
―
蘇
堤
で
あ
る
。

　
　
南
宋
以
後
の
西
湖
は
、
い
っ
そ
う
文
人
墨
客
の
清
遊
の
地
と
し

て
有
名
に
な
り
、大
量
の
詩
詞
に
彩
ら
れ
る
美
し
い
詩
跡
と
な
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
32
）

『
蜀
　
　
相
』　
　
杜
　
甫

　
　
杜
甫　
波
瀾
万
丈
の
大
詩
人

　
蜀　
相　
　
　
　
杜
甫

丞
相
祠
堂
何
處
尋　
丞
相
の
祠
堂
何
れ
の
處
に
か
尋
ね
ん

錦
官
城
外
柏
森
森　
錦
官
城
外
柏
森
森

映
階
碧
草
自
春
色　
階
に
映
ず
る
碧
草
自
ず
か
ら
春
色

隔
葉
黄
鸝
空
好
音　
葉
を
隔
つ
る
黄
鸝
空
し
く
好
音

三
顧
頻
煩
天
下
計　
三
顧
頻
り
に
煩
わ
す
天
下
の
計
り
ご
と

兩
朝
開
濟
老
臣
心　
兩
朝
開
き
濟
す
老
臣
の
心

一

二
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出
師
未
捷
身
先
死　
師
を
出
だ
し
て
未
だ
捷
た
ず
身
先
ず
死
す

長
使
英
雄
涙
滿
襟　
長
く
英
雄
を
し
て
涙
襟
に
滿
た
使
む

　
盛
唐
の
詩
人
、
字
は
子
美
、
号
は
少
陵
、
七
一
二
年
玄
宗
皇
帝
即

位
の
年
、
我
が
国
で
は
奈
良
時
代
、
平
城
京
の
で
き
た
二
年
後
、
洛

陽
の
近
く
の
鞏き

ょ
う

と
い
う
町
で
生
ま
れ
た
。
父
は
杜
閑
と
い
い
、
奉
天

（
陝
西
省
）
の
県
令
（
県
の
長
官
）
だ
っ
た
人
で
、
家
は
代
々
地
方

官
を
勤
め
た
。初
唐
の
杜
審
言
は
祖
父
で
あ
る
。家
庭
の
伝
統
に
従
っ

て
官
吏
に
な
ろ
う
と
し
、
官
吏
登
用
試
験
（
科
挙
の
試
験
）
を
度
々

受
け
た
が
落
第
し
、
そ
の
不
平
か
ら
か
二
十
歳
頃
か
ら
三
十
四
、五

歳
頃
ま
で
は
南
方
揚
子
江
下
流
を
旅
し
た
り
、
北
方
黄
河
流
域
に
放

浪
の
生
活
を
送
っ
た
り
し
た
。

　
こ
の
放
浪
時
期
の
終
わ
り
頃
、
李
白
や
高
適
等
の
詩
人
達
と
親
交

を
結
び
、共
に
手
を
携
え
て
河
南
の
辺
に
き
ま
ま
な
生
活
を
送
っ
た
。

天
宝
四
、五
年
頃
（
七
四
五
頃
）
放
浪
生
活
を
う
ち
き
り
長
安
に
出

た
。
政
府
に
な
に
が
し
の
地
位
を
得
よ
う
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
任
官
の
望
み
は
一
向
に
叶
え
ら
れ
ず
、
同
十
四
年
（
七
五
五
）

に
は
安
禄
山
の
乱
が
起
こ
っ
た
。
杜
甫
は
家
族
を
鄜ふ

州
に
落
ち
着
か

せ
、
新
帝
粛し

ゅ
く

宗そ
う

（
玄
宗
の
息
子
）
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
る
た
め
旅
に

出
た
が
、
途
中
で
賊
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
長
安
に
連
れ
戻
さ
れ
て
幽
閉

の
身
と
な
っ
た
。
こ
の
時
「
春
望
」
が
詠
ま
れ
た
。

　
翌
年
に
杜
甫
は
長
安
の
脱
出
に
成
功
し
、
そ
の
頃
霊
武
か
ら
鳳
翔

に
行あ

ん

在ざ
い

所し
ょ

を
移
し
て
い
た
粛
宗
の
も
と
へ
馳
せ
つ
け
、
そ
の
功
労
を

賞
さ
れ
て
左
拾
遺
（
皇
帝
の
諫か

ん

官か
ん

）
の
官
を
授
け
ら
れ
、
長
年
の
望

み
を
初
め
て
達
し
た
。
し
か
し
そ
の
光
栄
は
わ
ず
か
一
年
に
も
満
た

ず
し
て
失
わ
れ
、
華
州
（
長
安
の
東
）
の
地
方
官
に
左
遷
さ
れ
、
そ

れ
も
一
年
ば
か
り
で
華
州
地
方
の
大
飢
饉
に
あ
っ
た
た
め
食
料
を
求

め
て
家
族
と
共
に
甘
粛
省
の
秦
州
に
向
か
っ
て
旅
に
立
っ
た
。

　
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
成
都
へ
到
着
し
た
。
気
候
も
暖
か
く
物
資

も
豊
富
で
又
幼
な
じ
み
の
厳
武
や
、
放
浪
時
代
の
友
人
高
適
等
が
こ

の
地
の
高
官
で
、
杜
甫
は
親
戚
や
友
人
た
ち
の
援
助
を
受
け
、
翌
、

上
元
元
年
（
七
六
〇
）
春
に
は
、
成
都
の
郊
外
の
浣
花
渓
に
草
堂
を

建
て
て
六
年
ほ
ど
は
家
族
と
共
に
幸
福
な
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
の
六

年
間
は
杜
甫
の
一
生
の
う
ち
で
最
も
安
定
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。「
蜀

相
」
は
杜
甫
が
四
十
九
歳
、
草
堂
を
建
て
た
年
に
詠
ま
れ
た
。
春
に

諸し
ょ

葛か
つ

孔こ
う

明め
い

の
廟び

ょ
う

に
参
拝
し
、
彼
を
懐
か
し
み
賦
し
た
の
で
あ
る
。

　

杜
甫
は
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
の
春
成
都
を
去
り
揚
子
江
を
下

り
、四
川
省
の
虁き

州
で
二
年
ほ
ど
生
活
し
た
。
大
暦
三
年
（
七
六
八
）

の
春
再
び
舟
で
揚
子
江
を
北
上
し
て
故
郷
の
長
安
に
帰
ろ
う
と
し
た

が
、
長
安
の
辺
は
軍
閥
の
叛
乱
と
チ
ベ
ッ
ト
の
侵
入
が
絶
え
な
い
の

で
帰
れ
な
か
っ
た
。
以
後
二
年
の
間
、
湖
北
、
湖
南
の
両
省
を
さ
ま

よ
い
生
活
し
て
い
た
が
、
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
の
冬
、
湖
南
の
粕は

く

江こ
う

の
舟
の
中
で
病
で
亡
く
な
っ
た
。
五
十
九
歳
だ
っ
た
。

意　
解

　
蜀
の
丞
相
諸
葛
孔
明
を
祀
っ
た
廟
は
ど
こ
に
尋
ね
た
ら
よ
い
だ
ろ
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う
か
。
成
都
城
外
の
柏
の
木
々
が
こ
ん
も
り
と
し
げ
っ
て
い
る
処
が

そ
れ
だ
。

　
祠
堂
の
き
ざ
は
し
に
映
じ
て
い
る
緑
草
は
、
丁
度
春
で
春
景
色
を

呈
し
、
葉
か
げ
で
鳴
く
う
ぐ
い
す
は
、
空
し
く
美
し
い
声
で
さ
え
ず

る
ば
か
り
。

　
昔
劉
備
は
三
度
も
孔
明
を
尋
ね
て
、天
下
を
治
め
る
策
を
尋
ね
た
。

こ
れ
に
感
激
し
た
孔
明
は
、
劉
備
・
劉
禅
二
代
に
わ
た
っ
て
老
臣
の

忠
誠
を
つ
く
し
た
。
し
か
し
魏
討
伐
軍
を
出
し
て
ま
だ
戦
い
に
勝
た

な
い
う
ち
に
そ
の
身
は
先
に
死
ん
で
し
ま
い
、
長
く
後
世
の
英
雄
を

し
て
痛
恨
の
涙
を
流
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

諸
葛
亮　
天
下
三
分
の
計

▽
「
臥が

龍り
ょ
う

」
と
呼
ば
れ
た
孔
明

　

字
は
孔
明
、
琅ろ

う

琊や

国
陽よ

う

都と

（
山
東
省
沂ぎ

南な
ん

の
南
）
が
諸
葛
氏
の
土

地
、
祖
は
漢
の
司し

隷れ
い

校こ
う

慰い

諸
葛
豊
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
単
姓
の
葛

氏
で
あ
っ
た
。
琅
琊
諸
県
（
山
東
省
諸
城
の
西
南
）
に
住
ん
で
い

た
一
族
が
南
の
陽
都
に
移
り
住
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
陽
都
に
も
葛
姓
が

あ
っ
た
の
で
、
人
々
は
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
諸
県
か
ら
来
た
葛

氏
を
諸
葛
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
父
珪
の
死
後
十
三
歳
の

時
叔
父
の
諸
葛
玄
に
引
き
と
ら
れ
叔
父
の
い
る
荊
州
に
向
か
う
途
中

（
一
九
三
）
曹
操
の
徐
州
一
帯
で
大
虐
殺
を
行
っ
た
凄
ま
じ
さ
を
見

て
、
心
象
風
景
と
な
り
彼
の
心
に
深
く
沈
澱
し
て
い
っ
た
。
叔
父
の

諸
葛
玄
が
病
死
、
十
七
歳
の
と
き
襄
陽
の
西
の
隆
中
に
弟
と
移
り
住

ん
だ
。
草
庵
を
結
び
晴
耕
雨
読
の
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
そ
の
た
ぐ

い
ま
れ
な
経け

い

綸り
ん

即
ち
天
下
を
治
め
整
え
る
力
を
養
っ
た
。そ
し
て「
臥

龍
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

▽
「
三
顧
の
礼
」
に
応
え
た
孔
明

　
客
将
と
し
て
荊
州
に
身
を
寄
せ
て
い
た
劉
備
が
、
臥
龍
と
呼
ば
れ

る
賢
人
の
い
る
こ
と
を
耳
に
し
た
の
は
新
参
の
臣
徐じ

ょ

庶し
ょ

の
口
か
ら
で

あ
っ
た
。
徐
庶
は
諸
葛
亮
の
学
友
で
あ
る
。
三
顧
の
礼
に
応
え
て
諸

葛
亮
（
孔
明
）
は
自
分
の
住
ま
い
し
て
い
る
草
庵
を
出
た
と
さ
れ
る
。

三
顧
の
礼
に
つ
い
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ア
ワ
ー
東
西
傑
物
伝
で
放

送
さ
れ
た
作
家
伴
野
郎
先
生
は
、「
現
在
中
国
の
史
学
界
で
は
三
顧

の
礼
は
表
現
の
誇
張
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
劉
備
が
諸
葛
孔
明
を
訪

問
し
た
こ
と
は

史
実
と
し
て
認

め
ら
れ
る
、
ま

た
諸
葛
孔
明
の

出す
い

師し

の
表
の
な

か
で
も
三
度
尋

ね
て
く
れ
た
と

表
現
し
て
い
る
。

だ
が
当
時
の
三

度
は
数
多
く
と

か
そ
の
熱
意
を

魏

呉
蜀

鞏洛
陽華

州
長
安

五
丈
原

泰
州浣

花
草
堂
成
都 洞

庭
湖

荊
州

三国時代

長江

黄河

黄河

渭水
鳳
翔

州

湖
南

○

○
○

○ ○
○

○

襄陽
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示
す
語
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
天
下
三
分
の
計
は
諸
葛
孔
明
が
劉
備
に
説
い
た
魏
・
呉
・
蜀
の
三

国
が
領
土
を
三
分
し
て
治
め
る
計
で
あ
る
。
諸
葛
孔
明
は
劉
備
が
始

め
て
得
た
頭
脳
で
あ
り
、
謀
臣
で
あ
っ
た
。
そ
の
信
頼
度
は
き
わ
め

て
大
き
か
っ
た
。
孔
明
二
十
七
歳
、
二
〇
七
年
で
あ
っ
た
。
孔
明
は

丞
相
に
な
る
と
民
衆
を
慰
撫
し
、
踏
む
べ
き
道
を
ふ
み
、
官
職
を
少

な
く
し
時
代
に
あ
っ
た
政
策
に
従
い
、
誠
心
を
開
い
て
公
正
な
政
治

を
行
っ
た
。
領
土
内
の
人
々
は
み
な
彼
を
敬
愛
し
た
。

▽
「
出
師
の
表
」
に
国
運
を
託
し
た
孔
明

　

孔
明
は
二
二
七
年
関
中
へ
の
出
陣
に
先
立
っ
て
劉
禅
に
出
師
の

表
を
奉
呈
し
た
。
そ
れ
は
『
臣
亮
言も

う

す
。
先
帝
、
創
業
未
だ
半
ば

な
ら
ざ
る
に
、中
道
に
崩
殂
せ
り
。
今
、天
下
三
分
し
益
州
疲
弊
す
。

此
れ
誠
に
危
急
存
亡
の
秋と

き

な
り
。
…
…
』
で
始
ま
る
一
文
で
、
蜀

の
国
を
思
い
、
先
帝
劉
備
と
自
分
の
出
会
い
か
ら
い
ま
ま
で
を
述

べ
、
先
帝
の
恩
に
報
い
た
い
そ
し
て
劉
禅
に
仕
え
た
い
こ
と
を
奏

書
し
た
。
劉
備
が
臨
終
に
「
劉
禅
が
不
肖
の
子
な
ら
ば
君
が
蜀
漢

の
帝
位
に
つ
け
」
と
遺
詔
を
与
え
た
こ
と
は
禅
も
知
っ
て
い
た
筈

で
あ
り
、
禅
と
し
て
は
不
安
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
安
を

解
消
す
る
た
め
に
孔
明
は
、
あ
く
ま
で
も
劉
禅
の
臣
と
し
て
仕
え

る
こ
と
の
み
を
本
願
と
し
、
魏
の
支
配
す
る
地
、
北
伐
遠
征
軍
の

司
令
官
と
み
ず
か
ら
規
定
し
、
禅
に
代
わ
っ
て
帝
に
つ
く
考
え
は

決
し
て
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孔
明
の
真
心
か
ら
の

決
意
で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。

▽
「
巨
星
落
つ
」
と
人
々
を
う
な
ら
せ
た
孔
明

　

二
三
四
年
渭
水
南
の
台
地
、
五
丈
原
の
陣
中
で
病
を
得
て
亡
く

な
っ
た
。
享
年
五
十
四
歳
、
臨
終
の
時
赤
く
尖と

が

っ
た
星
が
東
北
よ
り

西
南
に
流
れ
て
孔
明
の
陣
営
に
落
ち
た
と
い
う
。

鑑　
賞

　

蜀
相
は
い
う
ま
で
も
な
く
三
国
蜀
の
丞
相
諸
葛
亮
の
こ
と
で
あ

る
。
諸
葛
武
候
祠
（
孔
明
を
祠
る
廟
）
を
尋
ね
た
と
き
、
こ
れ
を

弔
っ
て
賦
し
た
も
の
で
、
唐
の
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
の
春
、
杜
甫

四
十
九
歳
の
作
で
あ
る
。

▽
無
念
の
軍
師
を
惜
し
み
称
え
る
杜
甫

　
こ
の
詩
は
七
言
律
詩
の
典
型
の
整
然
と
し
た
詩
で
あ
る
。前
半
は
、

成
都
城
外
に
あ
る
諸
葛
孔
明
を
祀
っ
た
廟
は
木
々
が
こ
ん
も
り
と
茂

り
、
祠
堂
の
階
段
に
緑
色
を
映
じ
て
い
る
草
は
、
今
の
季
節
春
を
呈

し
、
葉
が
く
れ
に
さ
え
ず
る
鶯
は
空
し
く
よ
い
音
色
で
あ
る
と
、
眼

前
の
景
を
賦
し
て
い
る
。

　
後
半
は
、
昔
、
蜀
の
劉
備
が
三
度
も
頻
繁
に
孔
明
を
尋
ね
て
、
天

下
を
治
め
る
策
を
た
ず
ね
た
。
孔
明
は
こ
れ
に
心
を
動
か
さ
れ
て
劉

備
・
劉
禅
の
二
代
に
わ
た
っ
て
つ
か
え
、
創
業
（
国
を
新
し
く
つ
く

る
）守
成（
国
を
安
定
維
持
す
る
）し
て
老
臣
の
ま
こ
と
を
尽
く
し
た
。

し
か
し
、
魏
討
伐
軍
を
出
し
て
未
だ
戦
い
に
勝
た
な
い
う
ち
に
病
に
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倒
れ
そ
の
身
は
先
に

死
ん
で
し
ま
っ
た
。と

孔
明
生
前
の
事
跡
を

た
た
え
、
杜
甫
の
感

慨
を
賦
し
て
い
る
。

　
孔
明
が
出
師
の
表

を
奉
り
、
魏
討
伐

軍
を
出
し
た
の
は

二
二
七
年
で
、
杜
甫

が
こ
の
詩
を
賦
し
た

七
六
〇
年
だ
か
ら
実

に
五
三
三
年
前
の
こ

と
で
あ
る
。
だ
が
我

が
国
で
も
八
〇
〇
有

余
年
も
前
の
源
義
経

を
立
派
な
武
将
、
だ
が
憐
れ
な
人
生
だ
と
義
経
を
し
た
い
、
応
援

し
た
い
「
判ほ

う

官が
ん

び
い
き
」
の
心
情
を
誰
し
も
が
持
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
で
、
杜
甫
は
孔
明
を
尊
敬
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
成
都

郊
外
の
草
堂
で
家
族
と
安
泰
な
日
々
を
す
ご
し
て
い
た
春
の
一

日
、
尊
敬
し
て
い
る
諸
葛
武
侯
祠
を
お
と
ず
れ
、
三
国
時
代
の
歴

史
を
ふ
り
返
り
、
そ
の
当
時
の
こ
と
や
孔
明
の
活
躍
に
思
い
を
め

ぐ
ら
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

石
川
忠
久
先
生
の
「
漢
詩
鑑
賞
辞
典
」
で
杜
甫
は
孔
明
を
尊
敬

す
る
こ
と
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
の
生
き
方
に
理
想

の
像
を
み
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
も
中

国
歴
代
の
親
し
ま
れ
て
い
る
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
人
物
は
孔
明
で
あ

る
。

▽
土
井
晩
翠
の
「
星
落
秋
風
五
丈
原
」

　

こ
の
詩
は
、
明
治
大
正
の
書
生
の
血
を
わ
か
せ
た
と
い
わ
れ
る
。

四
十
四
節
か
ら
な
り
長
い
の
で
紙
面
の
都
合
上
、
三
節
の
み
紹
介
し

た
い
。

祁き

山ざ
ん

悲
秋
の
風
更
け
て　
陣
雲
暗
し
五
丈
原

零
露
の
文あ

や

は
繁
く
し
て　
草
枯
れ
馬
は
肥
ゆ
れ
ど
も

蜀
軍
の
旗
光
無
く　
鼓こ

角か
く

の
音
も
今
し
づ
か

丞
相
病
あ
つ
か
り
き

清
渭
の
流
れ
水
や
せ
て 

む
せ
ぶ
非
情
の
秋
の
馨

夜
は
關
山
の
風
泣
い
て　
暗
に
迷
う
か
か
り
が
ね
は

冷
風
霜
の
威
も
す
ご
く　
守
る
諸
営
の
垣
の
外

丞
相
病
あ
つ
か
り
き

帳
中
眠
か
す
か
に
て　
短た

ん

檠け
い

光
薄
け
れ
ば

こ
こ
に
も
見
ゆ
る
秋
の
色　
銀ぎ

ん

甲こ
う

堅
く
よ
ろ
へ
ど
も

見
よ
や
侍じ

衛え
い

の
面
か
げ
に　
無
限
の
愁う

れ
い

溢
る
る
を

武侯祠（諸
しょかつりょう

葛亮を記念した祠堂。中国四川省成都市）
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丞
相
病
あ
つ
か
り
き

　

こ
の
「
蜀
相
」

の
詩
を
読
む
と
、

ま
る
で
自
分
が
丞

相
祠
堂
前
に
行
っ

て
い
る
よ
う
な
錯

覚
に
お
ち
い
る
の

で
あ
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
33
）

『
鍾
山
卽
事
』　
　
王
　
安
石

　
唐
宋
八
大
家
の
一
人
で
政
治
家
で
も
あ
っ
た
王
安
石
が
、
晩
年
隠

棲
し
て
い
た
鍾
山
で
高
尚
な
情
趣
を
詠
じ
た
名
作
で
あ
る
。

　
鍾
山
即
事   　
　
王
安
石

澗
水
無
聲
繞
竹
流　
澗
水
聲
無
く
竹
を
繞め

ぐ

っ
て
流
る

竹
西
花
草
露
春
柔　
竹
西
の
花
草
春
柔
を
露あ

ら
わ

す

茅
簷
相
對
坐
終
日　
茅ぼ

う

簷え
ん

相
對
し
て
坐
す
る
こ
と
終
日

一
鳥
不
啼
山
更
幽　
一
鳥
啼
か
ず
山
更さ

ら

に
幽ゆ

う

な
り

字　
解

　
鍾
山
即
事
＝
単
に
「
鍾
山
」
と
の
み
題
し
て
い
る
本
も
あ
る
。「
鍾

山
」
は
、
今
の
江
蘇
省
南
京
の
東
北
郊
外
に
あ
る
名
山
で
蒋
山
と
も

北
山
と
も
紫
金
山
と
も
い
う
。
作
者
は
晩
年
、
そ
の
山
と
市
街
の
中

間
に
隠
棲
し
て
い
た
。「
即
事
」
は
そ
の
場
、
そ
の
時
の
眼
前
の
景

色
や
様
子
を
詩
に
作
る
こ
と
。
こ
の
山
は
低
山
な
が
ら
も
非
常
に
広

い
裾
野
を
持
ち
山
域
い
っ
ぱ
い
広
が
る
森
林
は
、
大
都
市
南
京
の
オ

ア
シ
ス
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
旧
称
で
あ
る
「
南
京
鍾
山
」
の
名

で
、
中
国
の
国
家
級

風
景
区
に
も
指
定
さ

れ
て
い
る
。

　
澗
水
＝
谷
川
の
水

　

春
柔
＝
若
草
の
や

　
　
　
　

わ
ら
か
さ

　

露　

＝
あ
ら
わ
す

　
　
　
　

別
に「
弄
」

　
　
　
　

と
し
て
い

　
　
　
　

る
本
も
あ

　
　
　
　

る

茅
簷
＝
草
ぶ
き
の
家

　
　
　
の
軒
下

相
對
＝
鍾
山
と
相
対

　
　
　
す
る

十三人陵石人　南京郊外
山陵は明の太祖の孝陵、ほかに呉の大帝、晉の元帝・
明帝・成帝・哀帝・宋の武帝・文帝等の諸陵がある。
後方の錘山は、齋の孔稚圭の草堂がある。
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