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碧
水
/
安
得
同
一
致
/
然
此
海
客
心
/
還
應
無
有
悦

｢
熊
升
樹
｣
の
｢
升
｣
に
つ
い
て

大

山

獣

｢
霜
落
熊
升
樹
｣
と
い
う
一
句
を
読
ん
だ
時
に
は
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
｡
そ
れ
は
驚
き
と
共
に
何
か
フ
ワ
フ
ワ
と
し
た
印
象
を
受
け

た
の
だ
｡
驚
き
は
恐
ら
く
熊
は
捧
猛
な
動
物
だ
と
い
う
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
フ
ワ
フ
ワ
し
た
感
じ
は
｢
升
｣
の
字
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
､
熊
を
恐
ろ
し
い
と
思
い
な
が
ら
何
故
フ
ワ
フ
ワ
の
感
じ
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
不
思
議
な

印
象
を
切
っ
掛
け
と
し
て
､
｢
升
｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
｡

｢
熊
升
樹
｣
と
は
熊
が
木
に
ノ
ボ
ル
こ
と
で
あ
る
が
､
｢
撃
｣
｢
登
｣
｢
上
｣
等
も
ノ
ボ
ル
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
､
先
ず
こ
れ
ら
の

語
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡
従
来
熊
に
対
し
て
は
､
停
猛
な
野
獣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
､
中
で
も
特
徴
と
さ
れ
る
の
は
力

強
い
掌
と
手
足
の
鋭
い
爪
で
あ
る
｡
も
し
も
｢
撃
｣
を
使
う
と
す
れ
ば
､
文
字
の
形
に
手
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
そ
の
ノ
ポ
リ

は
｢
し
が
み
つ
い
て
這
い
上
が
る
｣
と
い
う
手
足
の
動
き
が
伴
う
ノ
ポ
リ
で
あ
り
､
更
に
｢
撃
｣
に
は
ノ
ボ
ル
と
い
う
語
意
の
ほ
か
､
手

で
つ
か
ま
る
､
し
が
み
つ
く
な
ど
の
用
法
も
存
在
す
る
た
め
､
(
樽
猛
な
熊
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
)
熊
掌
と
爪
へ
の
連
想
は
必
至
で
あ
ろ

ぅ
｡
こ
れ
は
『
魯
山
山
行
』
に
漂
う
幽
静
､
超
逸
の
境
地
と
釣
り
合
わ
な
い
だ
け
で
な
く
､
そ
れ
を
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
予
測
で
き

る｡

｢
登
｣

の
字
形
に
も
両
足
で
歩
く
こ
と
を
意
味
す
る
穴
が
含
ま
れ
る
が
､
｢
撃
｣
に
含
ま
れ
る
｢
手
｣
ほ
ど
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い

か
も
知
れ
な
い
｡
ま
た
､
｢
萱
｣
に
は
｢
登
天
｣

｢
登
仙
｣

の
よ
う
な
用
法
も
あ
り
､
こ
の
場
合
足
の
動
き
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
｡
し
か

し
｢
登
｣
に
は
｢
足
で
踏
む
｣
な
ど
の
用
法
が
存
在
し
､
｢
登
肇
｣

｢
撃
登
｣
と
い
う
熟
語
も
あ
る
｡
｢
登
｣
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
木
登
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り
に
は
､
や
は
り
熊
の
足
の
動
き
が
連
想
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

｢
上
｣
に
は
手
足
を
連
想
さ
せ
る
象
形
的
要
素
が
含
ま
れ
ず
､
ま
た
｢
上
天
(
天
に
昇
る
)
｣
の
よ
う
に
､
手
足
の
動
き
を
連
想
さ
せ
な

い
ノ
ポ
リ
の
用
法
が
存
在
す
る
点
に
お
い
て
｢
升
｣
と
同
じ
で
あ
る
｡
で
は
､
何
故
｢
上
｣
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
先
ず
平

灰
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
｡
本
詩
の
平
灰
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
(
○
=
平
声
‥
●
=
灰
声
)

●
●
●
○
●

適
興
野
憤
慨
.

●
0
0
●
●

好
峰
随
処
改
,

○
●
0
0
●

霜
落
熊
升
樹
.

〇
〇
●
●
●

人
家
在
何
許
.

0
0
0
●
○

千
山
高
復
低
｡

○
●
●
0
0

幽
径
独
行
迷
｡

0
0
●
●
○

林
空
鹿
飲
渓
｡

○
●
●
0
0

雲
外
一
声
鶏
｡

五
言
律
詩
に
は
一
句
の
中
で
第
二
､
第
四
宇
目
の
平
灰
が
反
対
に
な
る
と
い
う
｢
二
四
不
同
｣
の
原
則
が
あ
る
｡
ま
た
､
二
つ
の
聯
の

間
で
は
､
前
の
聯
の
後
句
と
後
の
聯
の
前
句
の
二
､
四
言
の
平
灰
が
同
じ
に
な
る
と
い
う
原
則
も
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
第
五
句
の
第
四

宇
目
は
平
声
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
｢
上
｣
で
は
な
く
｢
升
｣
が
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
音

韻
の
問
題
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
原
因
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
れ
は
｢
上
｣
に
は
ノ
ボ
ル
の
意
味
以
外
に
｢
前
進
す
る
｣
な
ど

の
用
法
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
た
と
え
間
接
的
で
あ
っ
て
も
､
足
の
動
き
を
連
想
さ
せ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢
升
｣
に
は
手
足
を
連
想
さ
せ
る
象
形
的
な
要
素
は
な
い
｡
こ
れ
は
｢
上
｣
と
同
じ
で
あ
る
｡
ま
た
｢
升
天
｣
｢
升
仙
｣
の
用
法
が
あ
る

の
は
｢
登
｣
と
も
一
致
す
る
｡
し
か
し
､
｢
升
｣
は
ほ
か
の
諸
表
現
と
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
｡
先
ず
ノ
ボ
ル
と
い
う
語
意
以
外
に
､
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直
接
的
或
い
は
間
接
的
に
手
足
の
動
き
を
連
想
さ
せ
る
用
法
が
殆
ど
な
い
点
で
あ
る
｡
一
方
｢
升
｣

の
最
も
一
般
的
な
用
法
は
｢
日
升
｣

｢
月
升
｣

で
あ
る
｡
そ
れ
は
細
部
の
動
き
が
一
切
観
察
さ
れ
ず
､
ゆ
っ
く
り
静
か
に
上
昇
す
る
ノ
ポ
リ
で
あ
り
､
し
か
も
人
々
は
常
に
そ

れ
を
目
に
し
､
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
ノ
ポ
リ
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
だ
ろ
う
か
､
｢
升
｣

と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
私
の
脳
裏
に
は
､
手
足
の

動
き
が
全
く
見
え
な
い
丸
々
と
し
た
熊
が
､
ゆ
っ
く
り
静
か
に
木
を
の
ぼ
っ
て
い
る
､
い
や
､
上
昇
し
て
い
る
と
い
う
シ
ー
ン
が
目
に
浮

か
ぶ
｡
こ
れ
こ
そ
こ
の
一
句
を
最
初
に
読
ん
だ
時
に
感
じ
た
フ
ワ
フ
ワ
の
本
質
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
で
も
う
一
度
熊
が
現
れ
た
第
三
聯
｢
霜
落
熊
升
樹
.
林
空
鹿
飲
渓
｣
を
見
て
み
た
い
｡
霜
が
降
り
て
辺
り
は
白
く
空
気
が
ヒ
ン
ヤ

リ
と
し
て
い
る
中
､
丸
々
と
し
た
一
つ
の
か
た
ま
り
の
よ
う
に
見
え
る
熊
が
ゆ
っ
く
り
静
か
に
木
を
の
ぼ
っ
て
い
る
｡
こ
の
シ
ー
ン
と
対

を
な
し
､
菓
の
落
ち
た
人
気
の
な
い
林
を
背
景
に
､
鹿
が
山
間
に
流
れ
る
小
川
の
水
を
飲
ん
で
い
る
｡
す
べ
て
の
も
の
が
､
凶
暴
な
熊
さ

え
も
例
外
で
は
な
く
､
こ
の
深
遠
静
寂
の
安
ら
か
な
境
地
に
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡

唐
代
ま
で
の
詩
に
は
動
物
な
ど
が
木
に
登
る
と
い
う
描
写
が
少
な
く
､
ま
た
熊
を
用
い
万
物
の
調
和
し
た
境
地
を
表
現
す
る
先
例
も
見

ら
れ
な
い
｡
梅
毒
臣
は

｢
熊
升
樹
｣
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
熊
の
揮
猛
な
一
面
を
最
大
限
に
封
じ
込
め
､
驚
き
と
恐
怖
か
ら
安
ら
ぎ
へ
､

大
き
な
距
離
を
一
気
に
飛
び
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
か
つ
て
例
の
な
い
万
物
一
体
の
境
地
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
梅
尭
臣
に

は
ほ
か
に
『
和
毒
州
宋
待
制
九
題
･
押
鴎
亭
(
寿
州
の
宋
待
制
の
九
題
に
和
す

押
鴎
亭
)
』
に
も
｢
坐
熊
臨
碧
水
,
安
得
同
一
致
(
坐

す
る
熊
は
碧
水
に
臨
む
も
､
安
く
ん
ぞ
同
に
一
敦
す
る
を
得
ん
や
)
｣
と
い
う
句
が
あ
る
｡
こ
の

｢
坐
熊
｣

も
､
山
中
に
住
む
恐
ろ
し
い

獣
､
或
い
は
勇
猛
な
兵
士
に
誓
え
ら
れ
る
熊
の
姿
と
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
と
､
梅
尭
臣
は

意
識
的
に
伝
統
的
な
熊
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
る
熊
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
斬
新
な
詩
境
を
開
拓
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
t

か
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
｡
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注(
1
)

爬
を
ノ
ボ
ル
の
意
味
で
使
う
用
例
は
元
代
以
前
の
も
の
に
は
見
つ
か
ら
な
い
｡
梅
亮
臣
の
い
た
宋
代
で
は
一
般
的
な
用
法
で
は
な
い
と
考
え
､
言
及

し
な
い
こ
と
に
す
る
｡

(
2
)

『
国
寧
晋
語
八
』
｢
是
行
也
､
以
藩
為
軍
､
撃
章
即
利
而
舎
｡
｣
寿
昭
注
‥
｢
撃
､
引
也
｡
｣
(
｢
行
っ
た
こ
と
は
藩
を
以
て
軍
営
と
し
､
章
を
肇
き
水

や
草
の
便
利
な
と
こ
ろ
に
着
く
と
一
泊
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
｣
葦
暗
注
‥
｢
撃
は
引
く
な
り
｡
｣
)

『
漢
書
･
朱
雲
伝
』
‥
｢
雲
撃
殿
檻
｡
｣

(
朱
雲
は

宮
殿
の
欄
干
に
し
が
み
つ
い
た
｡
)

(
3
)

『
説
文
』
に
は
｢
穴
､
足
利
穴
也
｣
と
あ
り
､
『
漢
辞
海
』
(
三
省
堂
､
二
〇
〇
〇
年
)
に
よ
れ
ば
､
｢
刺
竺
は
両
足
が
ち
ぐ
は
ぐ
に
進
む
さ
ま
で
あ

(
4
)

北
貌
廓
道
元
『
水
経
注
･
穀
水
』
｢
人
相
萱
席
死
於
空
中
､
及
七
星
澗
､
澗
為
之
満
｡
(
人
々
は
踏
み
つ
け
合
っ
て
溝
の
中
で
死
に
､
七
星
澗
に
至

り
､
澗
は
死
体
で
満
ち
た
｡
)
｣

(
5
)

『
戦
国
琴
秦
策
二
』
｢
甘
茂
攻
宜
陽
､
三
鼓
之
而
卒
不
七
｣
飽
彪
注
｢
上
､
猶
前
｡
｣
(
｢
甘
茂
は
宜
陽
を
攻
め
た
が
､
太
鼓
を
三
度
敲
い
て
も
兵
士

は
進
ま
な
い
｡
｣
飽
彪
注
‥
｢
上
は
前
に
進
む
の
意
｡
｣
)

(
6
)

｢
日
升
｣
｢
月
升
｣
の
用
例
に
関
し
て
は
､
『
詩
経
』
索
引
か
ら
小
雅
･
天
保
｢
如
月
之
恒
､
如
日
之
升
｣
､
『
文
選
』
索
引
か
ら
南
朝
宋
･
謝
恵
連
『
七

月
七
日
夜
詠
牛
女
詩
』
｢
落
日
隠
憫
塩
､
升
月
照
簾
機
｣
が
見
付
か
り
､
ま
た
東
呉
中
文
研
究
所
『
寒
泉
･
全
唐
詩
全
文
検
索
資
料
庫
』
に
よ
れ
ば
､

王
維
『
奉
和
聖
製
天
長
節
賜
宰
臣
歌
麿
制
』
｢
太
陽
升
今
照
寓
方
｣
､
葦
魔
物
『
答
長
寧
令
楊
轍
』
｢
陪
月
升
林
表
｣
な
ど
十
例
が
見
付
か
っ
た
｡

因
み
に
､
現
代
中
国
語
で
は
｢
太
陽
升
｣
｢
月
亮
升
｣
の
ほ
か
､
｢
気
球
升
到
天
上
去
了
｣
の
よ
う
な
例
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
｢
升
｣

は
現
代
語
で
は
あ
る
が
､
そ
の
用
法
は
筆
者
の
理
解
す
る
｢
熊
升
樹
｣

の
｢
升
｣
に
極
め
て
近
い
｡

(
7
)

木
登
り
の
用
例
に
関
し
て
は
､
『
詩
経
』
索
引
か
ら
小
雅
･
角
弓
｢
母
数
狭
升
木
｣
､
『
文
選
』
索
引
か
ら
張
平
子
冨
玄
賦
〓
鳥
登
木
而
失
候
｣
､

そ
し
て
上
述
し
た
『
寒
泉
』
か
ら
杜
甫
『
百
憂
集
行
』
｢
一
日
上
樹
能
千
回
｣
､
『
蒐
村
』
｢
駆
鶏
上
樹
木
｣
､
皮
日
休
『
魯
望
讃
葉
陰
著
書
侍
』
｢
得
作
升

木
型
､
張
謂
『
西
亭
子
言
懐
』
｢
撃
樹
玄
猿
呼
郡
吏
｣
､
白
居
易
『
題
岳
陽
楼
』
｢
猿
攣
樹
立
噂
何
苦
｣
の
合
計
七
例
が
見
付
か
っ
た
｡

(且

『
和
毒
州
宋
待
制
九
題
･
押
鴎
亭
』
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
｢
群
生
自
知
機
､
不
可
欺
以
異
､
此
錐
鴎
輿
馴
､
鴎
亦
魚
所
避
｡
坐
熊
臨
碧
水
､

安
得
同
一
致
､
然
此
海
客
心
､
還
鷹
無
有
悦
｡
｣
本
詩
は
授
業
の
中
で
､
千
葉
貴
君
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
｡
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