
晩
唐
詩
の
｢
夢
｣

1

李
商
陰
と
杜
牧
の
l
側
面
-

松

岡

秀

明

京

都
大

牢

本
論
の
封
象
は
､
晩
唐
の
代
表
的
詩
人
で
あ
る
李
商
陰
と
杜
牧
で

あ
り
､

そ
の
詩
の
中
に
表
現
さ
れ
た

｢
夢
｣

と
い
う
語
で
あ
る
｡

｢
夢
｣
と
い
う
語
の
現
わ
れ
た
詩
を
二
つ

と

-
あ
げ
て
み
よ
う
｡

春
夢
乳
不
記

春
原
登
己
教

育
門
弄
煙
柳

紫
閣
舞
雲
松

排
硯
軽
水
散

開
樽
緑
酒
濃

春
夢

乱
れ
て
記
せ
ず

春
原

登
る
こ

と己
に
重
ぬ

も

てあそ

青
門

燈
を

弄

ぶ
柳

紫
閣
(
の
峰
)

雲
を
舞
わ
す
松

硯
を
排
え
は
軽
水
散
じ

樽
を
開
け
ば
緑
酒
渡
し

たの

や

無
慌
託
詩
追

憶
し
み
無
-
詩
に
託
し
追
ら
ん
も

た
の

吟
罷
更
無
憶

吟
罷
れ
ば
更
に

慌
し
み
無
し

(
楽

遊

)

こ
れ
は
､
李
商
陰
の
五
言
律
詩
で
あ
る
｡
同
じ
-

｢禁
遊
原
｣
を

2

題
と
す
る
詩
は
､
五
紀
と
七
権
に

一
首
ず

つ
あ
JS=
､
｢
夕
陽
無
限
好
｣

の
句
を
含
む
五
経
は
､
晩
唐
の
五
緒
の
絶
唱
で
あ
る
O
翻

っ
て
こ
の

r-

五
律
を
読
む
と
､
特
に
完
成
度
が
高

い
わ
け
で
も
な
Lv
.
二
聯
の
栗

遊
原
上
か
ら
の
風
景
も
､
三
聯
の
表
現
も
､
平
凡
で
精
彩
あ
る
も
の

で
は
な
い
｡
問
題
で
あ
る
の
は
､

一
聯
と
四
聯
の
間
に
あ
る
詩
人
の

心
理
と
､
初
句
冒
頭
に
い
き
な
り
表
現
さ
れ
た

｢
春
夢
｣
で
あ
る
｡

乱
れ
て
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
春
の
夢
は
､

｢
春
の
原
に
も
-
何
度

も
登

っ
た
｣
と
い
う
行
動
に
影
響
を
輿
え
､
内
的
な
関
連
性
を
有
し

よ
う
｡
こ
の
高
所
に
登
-
長
安
を
見
下
ろ
す
事
は
､
五
絶

｢栗
遊
｣

な
ん
な

か
な

の
､

｢
晩
に
向
ん
と
し
て
意
適
わ
ず
､
革
を
駆
-
て
古
原
に
登
る
｣

に
同
じ
-
､
心
中
の
焦
燥
感
や
不
満
足
感
に
基
づ
-
で
あ
ろ
う
｡
そ

れ
が
こ
こ
で
は
､

｢
乱
れ
て
し
ま

っ
た
春
の
夢
｣
に
起
因
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
｡
唐
-
三
聯
の
何
か
書
こ
う
と
す
る
様
子
｡
手
紙
か
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も
し
れ
な
い
｡

そ
し
て
酒
｡

そ
れ
は
心
満
た
さ
れ
な
い
詩
人
の
沿
道

の
試
み
で
あ
ろ
う
｡
更
に
詩
｡
し
か
し
､
最
も
楽
し
い
は
ず
の
詩
も
､

吟
じ
終
れ
ば
そ
れ
迄
で
､
逆
に
心
中
の
寂
実
感
は
埼
幅
し
よ
う
｡
詩

も
何
の
足
し
に
な
ら
な
い
と
言
う
｡
こ
の
四
聯
を
謹
む
時
､
李
商
陰

の
気
が
か
-
な
も
の
､
不
満
の
原
因
が
､
初
句
の

｢
春
の
夢
｣
に
あ

る
事
が
確
か
に
了
解
さ
れ
､
詩
人
の
心
理
と
共
に
､
讃
者
の
方
も
､

必
然
的
に
四
聯
か
ら

一
聯

へ
と
掃

っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
｡
詩
人

の
心
の
漸
た
さ
れ
な
さ
は
'

一
に
､

｢乱
れ
て
し
ま

っ
た
春
の
夢
｣

か
ら
流
れ
､
そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
い
る
｡
あ
れ
は
何
だ

っ
た
の
か
､
覚

め
乱
れ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
思
わ
れ
､
逆
に
乱
れ
て
し
ま

っ

た
故
に
､

一
層
慕
わ
し
-
束
が
か
-
な
､

｢見
果
て
ぬ
夢
｣
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

垂
鞭
信
馬
行

数
里
未
難
鳴

林
下
帯
残
夢

葉
飛
時
忽
驚

霜
凝
孤
鶴
通

ま
か

鞭
を
垂
れ
馬
に
信
せ
て
行
-

教
皇
未
だ
難
鳴
な
ら
ず

林
下

残
夢
を
帯
び

葉
飛
ん
で
時
に
忽
ち
驚
-

霜
は
凝
-
孤
鶴
退
か
に

月
境
遠
山
横

月
は
暁
に
し
て
遠
山
横
た
わ
る

お

もんばか

僅
僕
休
辞
慮

僅
僕

辞
し

慮
る
を
休
め
よ

時
平
路
復
平

時
平
ら
か
な
れ
ば
路
復
た
平
ら
か
な
ら
ん

(早
行
)

杜
牧
の
､
や
は
-
五
言
律
詩
で
あ
る
｡
早
朝
､
詩
人
は
馬
に
任
せ

て
括
ら
れ
て
行
-
｡
鞭
も
垂
れ
た
ま
ま
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ま
だ
眠

-
か
ら
完
全
に
覚
め
て
い
な
い
詩
人
自
身
の
封
象
化
で
あ
る
が
､
林

･
霜

･
空
に
か
か
る
月

･
遠
-
の
山
山
と
い
う
風
景
の
中
に
軟
め
込

ま
れ
､
全
鮭
が

一
つ
の
給
毒
の
よ
う
な
興
趣
を
持
つ
｡
詩
人
も

一
つ

の
袷
の
部
分
と
な
る
｡
そ
し
て
､
書
面
に
淡
-
漂
い
虞
が
っ
て
い
る

の
が
'
残
夢
-
-
ず
れ
し
夢
､
-
ず
れ
つ
つ
あ
る
夢
I
と
い
う
言
葉

か
ら
廉
が
る
暖
味
な
印
象
で
あ
-
､

｢夢
を
帯
び
る
｣
と
い
-
表
現

か
ら
出
る

一
つ
の
雰
囲
気
で
あ
る
｡
覚
醒
で
も
な
-
､
眠
-
の
中
で

も
な
い
｡
ま
た
､
夢
の
中
で
も
な
-
'
完
全
に
夢
を
抜
け
出
て
い
る

の
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
､
早
朝
と
い
-
闇
と
光
､
明
と
略
の
不
分
明

な
薄
明
の
世
界
と
封
臆
し
た
､
輪
郭
の
不
明
な
荘
漠
と
し
た
詩
人
の

意
識
を
思
わ
せ
る
｡
し
か
し
､
何
を
夢
み
た
の
か
が
明
確
で
な
い
｡
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族
で
あ
れ
ば
､
故
郷

へ
の
夢
と
も
考
え
う
る
が
､
は
っ
き
-
と
は
わ

か
ら
な
い
｡
が
､
杜
牧
に
と
っ
て
､
そ
の
見
果
て
な
い
夢
は
､
醒
め

て
し
ま
う
の
が
惜
し
い
も
の
な
の
に
違
い
な
い
｡
夢
を
帯
び
て
馬
に

括
ら
れ
る
詩
人
に
は
､
そ
の
夢
に
封
す
る
慕
わ
し
さ
が
あ
ろ
う
｡
あ

る
い
は
､
夢
は
虚
構
で
あ
-
､

｢残
夢
｣
も
表
現
上
の
作
為
と
致
栗

の
計
算
の
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
場
合
に
も
､
夢
と
い
う
も

の
に
封
す
る
慕
わ
し
さ
､

｢夢
｣
と
い
う
言
葉
の
性
格
に
封
す
る
敏

感
さ
が
働
い
て
い
よ
う
｡
何
れ
に
せ
よ
､

｢残
夢
を
帯
び
る
｣
と
い

う
表
現
と
馬
上
の
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
'
こ
の
詩
を
深
め
る
大
き
な

4

要
素
と
な
っ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
と
思
わ
れ
るV
.

李
商
陰
と
杜
牧
の
詩
中
に
現
わ
れ
た

｢夢
｣
の
表
現
の
一
例
を
み

た
が
､
両
者
と
も
､
夢

へ
の
親
密
感
や
気
が
か
り
さ
を
筆
端
に
登
ら

せ
､
又
､
詩
の
言
葉
と
し
て
の
｢夢
｣
の
質
感

･
影
響
力

･
イ
メ
ー
ジ

の
形
成
力
な
ど
の
事
を
幾
分
自
覚
し
て
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
み

ら
れ
る
｡
少
な
-
と
も

｢夢
｣
が

一
篤
の
詩
で
重
要
な
役
割
を
擦

っ

て
い
る
｡
又
､
両
者
と
も
､
何
を
夢
み
て
い
る
の
か
､
何
の
夢
だ
っ

た
の
か
は
､
甚
だ
漠
然
と
し
て
不
可
解
で
あ
る
｡

一
鮭
何
を
夢
み
た

く
ず

の
か
｡
た
と
え
乱
れ

洩

れ

た
も
の
と
し
て
も
｡
夢
の
内
容
や
賓
鰻
､

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

夢
を
み
た
と
い
う
事
態
と
は
関
係
な
-
､
詩
的
表
現
の
一
環
と
し
て

の

｢夢
｣
と
い
う
言
葉
の
表
現
が
あ
る
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､

1
鰻
､
彼
ら
の
夢
に
封
す
る
意
識
や
態
度
は
ど
う
な
の
か
.

｢夢
｣

と
い
-
語
を
ど
ん
な
心
理
の
相
の
下
で
､
意
識
を
込
め
て
表
現
し
て

い
る
の
か
｡
そ
れ
は
詩
の
表
現
と
し
て
ど
ん
な
位
置
と
比
重
を
有
す

る
の
か
｡
他
の
詩
人
と
比
べ
て
の
表
現
の
特
質
は
何
か
｡
こ
の
よ
う

な
疑
問
を
次
次
に
､
こ
の
李
商
陰
と
杜
牧
の
詩
の

｢夢
｣
は
投
げ
か

け
る
｡
そ
し
て
､
彼
ら
は
量
的
に
み
て
も
､
寛
に
多
-
の

｢
夢
｣
と

い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
全
唐
詩
｣
を
底
本
に
､
晩
麿
以
前
の
重
要
な
唐
代
詩
人
と
､
杜

牧

･
李
商
陰
を
含
め
た
晩
唐
詩
人
の

｢夢
｣
の
語
の
現
わ
れ
方
を
詞

5

べ
た
の
が
左
の
表
で
あ
るv
o

杜
牧

･
李
商
陰

･
湿
庭
筒
と
い
う
同
時
代
詩
人
に
､
共
通
し
て
'

同
じ
よ
う
な
率
で
現
わ
れ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
｡
自
居
易
の
代
わ
-

に
調
べ
た
元
枝
に
多
い
他
は
､
皆
少
な
-
､
極
端
な
の
は
杜
商
で
あ

る
.
元
操
は
､

1
つ
の
詩
で
何
度
も
使
用
す
る
事
が
あ
-
､

｢
夢
｣

の
語
の
現
わ
れ
た
詩
の
教
は
､
李
商
陰
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
｡

杜

牧

･
李
商
膳
で
は
､

一
第
の
詩
で
は

1
回
だ
け
使
用
さ
れ
る
の
が
原

47



｢夢｣ という語

中
国
文
筆
報

第
三
十
冊

二重二五l五 ｢訂~~正

別
と
し
て
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
事
か
ら
､
や
は
-
､
杜
牧

･
李
商
陰

で
は
詩
と
詩
人
を
考
察
す
る
際
､

｢夢
｣
と
い
う
語
が

一
つ
の
鍵
と

な

っ
て
こ
よ
う
.
湿
庭
鍔
を
加
え
た
時
､
晩
麿
と
い
う

l
つ
の
時
代

性
の
考
察
迄
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
､
今
は
､
杜
牧
と
李
商

隠
の
個
別
的
な
考
察
に
止
め
た
い
と
思
う
｡

検
討
と
考
察
は
､
詩
の
中
に
現
わ
れ
た

｢夢
｣
の
語
を
含
む
表
現

で
あ
-
､
そ
れ
が
詩
の
言
葉
と
し
て
､
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
役
割

と
機
能
を
有
し
､
詩
人
の
心
理
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
-
事

で
あ
る
.
夢
の
み
ら
れ
た
内
容
や
夢
の
中
の
で
き
事
の
記
述
で
は
な

い
｡
そ
の
詮
索
は
あ
ま
-
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
そ
も
そ
も
､

夢
の
内
容
や
夢
を
見
た
事
態
を
小
説
的
に
経
綾
と
叙
述
す
る
事
は
､

中
庸
の
元
梶
や
白
居
易
に
多
-
見
ら
れ
る
が
､
李
商
陰
と
杜
牧
に
は
'

6

ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
るV
.
例
え
ば
､
｢
-
の
夢
｣
｢
I
を
夢
む
｣
と

い
う
よ
う
な
題
を
も
つ
詩
は
､
李
商
陰
に
二
例
､
杜
牧
に

一
例
あ
る

だ
け
で
あ
-
､
夢
の
中
の
事
の
詳
し
い
叙
述
は
李
商
陰
の
一
例
だ
け

T;

で
あ
る
｡
単
に
表
現
さ
れ
な
い
ば
か
-
か
､
何
を
夢
み
て
い
る
の
か

さ
え
つ
か
め
な
-
な
る
場
合
が
往
徒
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
｡
先
に

あ
げ
た
ー
李
商
隙
の

｢春
夢
｣
､
杜
牧
の

｢残
夢
｣
は
そ
の
一
例
で
あ

る
o
こ
の
よ
う
な
事
は
'
夢
と
い
う
も
の
の
記
述
や
停
達
よ
り
も
､

彼
ら
が
'

｢夢
｣
と
い
う
言
葉
の
表
現
の
方
に
よ
-
関
心
が
あ

っ
た

事
を
示
唆
す
る
が
､
逆
に
'
そ
の
使
わ
れ
方
か
ら
､
夢
と
い
う
も
の

【ーヽ▲

へ
の
滞
日
的
な
態
度
や
意
識
が
現
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
るv
o

二

李
商
隠
の

｢夢
｣
の
表
現
で
特
徴
あ
る
事
は
､
夢
が
離
れ
離
れ
に

な

っ
て
い
る
老
ど
う
し
の
交
通
'
交
信
､
遭
遇
の
通
路
あ
る
い
は
場

と
な
る
こ
と
で
あ
る
｡
夢
は
端
的
に
言
っ
て

｢
通
ひ
路
｣
で
あ
る
｡

し
ば
し
ば

夢
中
乗
数
覚
来
稀

夢
中
来
た
る
こ
と

教

覚
め
て
来
た
る
こ

48



と
稀

れ
な
-

(訪
隠
者
不
遇
成
二
椎
の
一
)

｢
夢
｣
と

｢覚
｣
の
封
比
的
構
造
を
も
つ
が
､
そ
れ
に
ま
つ
わ
る

感
情
の
表
現
は
な
-
､
現
童
と
夢
中
の
行
動
が
同
格
と
な
る
｡
｢乗
｣

が
通
路
を
よ
-
示
し
て
い
る
が
､
相
手
は
女
性
で
な
-
隠
者
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
夢
の
あ
-
方
は
俗
信
仰
に
基
づ
き
､
昔
か
ら
詩
の
中
で

表
現
さ
れ
る
わ
け
だ
が
､
李
商
陰
で
は
相
射
的
に
そ
の
表
現
が
､
強

度
に
か
つ
頻
繁
に
行
な
わ
れ
､
更
に
主
髄
的

･
願
望
的
な
傾
向
を
有

す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
表
面
的
な
表
現
の
上
で
､
｢夢
｣
が

｢
書
｣

(手
紙
)
と
し
ば
し
ば
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
-
あ
ら
わ
れ
､
｢
夢
｣

に
伴
な
う
心
理
の
屈
折
を
細
か
-
表
現
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
ま

ず

一
句
の
中
で

｢書
｣
と

｢
夢
｣
が
封
に
な

っ
て
い
る
も
の
を
あ
げ

る
｡

ふ
た

遺
書
蹄
夢
爾
悠
悠

遠
書

蹄
夢

両

つ

な
が
ら
悠
悠

(端
居
)

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

私
書
幽
夢
約
忘
機

私
書

幽
夢

忘
機
を
約
す

(滑
従
兄
聞
之
)

夢
と
書
は
通
信
性
を
同
じ
-
有
す
る
手
段
で
あ
る
｡
前
者
は
七
紀
､

後
者
は
七
律
の
一
句
の
中
で
封
を
成
し
て
い
る
｡
封
句
に
な
る
時
は
､

9

二
句
に
分
か
れ
て
こ
の

｢
書
｣
と

｢
夢
｣
は
現
わ
れ
NDv.

魚

乳
書
何
託

魚
乳
る
れ
ば
書
何
に
託
せ
ん

猿
哀
夢
易
驚

猿
哀
し
め
ば
夢
驚
き
易
し

(思
蹄
)

い
わ
ゆ
る

｢
鯉
素
｣
の
故
事
を
用
い
､
又
南
方
の
風
物
の
猿
聾
な

ど
を
と
-
入
れ
､
自
分
の
思
い
を
達
す
る
術
の
な
さ
を
い
う
が
､
心

理
も
措
辞
も
ま
だ
平
板
な
よ
う
で
あ
る
｡

夢
到
飛
魂
急

夢
到
れ
ば
魂
を
飛
ば
す
こ
と
急
に

書
成
即
席
遠

雷
は
成
れ
ど
席
に
即
-
こ
と
迄
か

(碧
瓦
)
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と
い
う
表
現
に
な
る
と
､

時
間
の
緊
張
や
空
間
の
虞
大
き
も
加
わ

っ

て
-
る
｡
そ
れ
は
心
理
の
緊
張
と
思
い
の
速
さ
で
あ
る
｡
前
句
で
交

信
の
喜
び
が
急
速
に
あ
ら
わ
れ
'
後
句
で
交
信
の
遅
さ
と
造
か
さ
と

焦
燥
感
が
現
わ
れ
る
が
､
二
句
の
間
に
は
､
心
理
の
飛
躍
と
暗
樽
が

あ
る
｡
こ
の
心
理
樽
換
の
ス
-
-
ソ
グ
な
感
じ
は
､
右
の
一
聯
を
更

に
軍
展
さ
せ
た
､
次
の
､
七
律
の

一
聯
に
最
も
よ
-
表
現
さ
れ
る
｡

よ

夢
馬
遠
別
帝
難
喚

夢
に
遠
別
を
馬
し
て
噂
け
ど
も
喚
び
難
-

う
なが

書
被
催
成
墨
未
濃

書
は
成
す
を
催
さ
れ
墨
未
だ
濃
か
ら
ず

(無
題

｢来
是
空
言
｣
)

夢
は
思
い
人
と
の
交
渉
の
枠
組
み
と
し
て
あ
-
､
悲
痛
な
の
は
､
夢

の
中
で
も
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
-
､
夢
そ
の
も
の
で
は

な
い
｡
己
に
夢
で
合
-
こ
と
や
喜
び
は
自
明
の
事
と
し
て
表
現
化
さ

れ
ず
､

1
歩
進
ん
で
夢
の
中
の
別
離
に
焦
鮎
を
輿
え
る
｡
現
寛
の
別

れ
と
更
に
夢
の
中
で
の
別
れ
と
い
う
､
別
れ
の
二
重
性
が
あ
-
､
そ

れ
が
悲
し
み
を
倍
化
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
夢
の
中
で
の
心
理
の

動
溝
と
感
情
の
高
揚
は
ー
覚
醒
時
の
俸
達
手
段
で
あ
る
後
句
の
｢書
｣

へ
と
急
激
に
韓
換
さ
れ
､
夢
の
中
で
の
別
れ
は
ー
書
に
よ
る
交
信

へ

全
面
的
に
依
-
か
か
る
事
に
心
理
を
つ
な
げ
る
｡
ど
う
に
か
し
て
､

思
う
人
と
夢
の
中
で
も

一
緒
に
居
た
い
と
い
う
所
願
と
ー
別
れ
て
も

な
お
連
絡
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
心
の
焦
燥
に
は
'
心
理
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は
､

｢愛
｣
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に

す
が
-
つ
-
人
間
の
切
迫
感
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
六
朝
艶
詩
の
､

た
と
え
ば

｢
夢
噂
｣
を
含
む
表
現
､

すで

夕

泣
以非
疎

夕
泣

以
に

疎
に
非

ず

は
な
は

しばしは

夢

帝展大
数

夢
帝

展
に

太
だ

数
的

(徐
俳
婦

題
甘
煮
菓
示
人
)

な
ど
が
'
そ
れ
自
鰻
は
悲
哀
感
が
濃
い
の
に
､
平
板
さ
を
感
じ
さ
せ

迫
贋
的
で
な
い
の
は
､
そ
こ
に
心
理
の
細
か
い
屈
折
や
動
き
が
な
い

か
ら
で
は
な
い
か
｡
が
､
李
商
陰
の
こ
の

一
聯
は
､
迫
展
性
を
も
ち

あ
ら
わ

つ
つ
'
人
間
の
心
の
断
面
と
そ
の

露

な

姿
を
感
じ
さ
せ
る
｡

故
念
飛
書
及

故
念

書
を
飛
ば
し
て
及
び
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新
値
借
夢
過

新
値

夢
を
借
-
て
過
ぐ

(腸
)

お
そ

害
長
馬
報
晩

書
は
長
-
為
に
報
ず
る
こ
と

晩
し

夢
好
更
尋
難

夢
は
好
き
も
更
に
尋
ぬ
る
こ
と
難
し

(喚
起
)

こ
の
二
例
は
対
照
的
で
あ
る
｡
前
者
は
心
理
の
動
性
が
あ
-
明
る

い
｡
相
手
と
の
連
絡
あ
る
い
は
合
遇
が
成
っ
た
事
で
あ
-
､
喜
び
が

あ
る
｡
後
者
は
心
理
が
静
的
で
感
情
が
沈
ん
で
い
る
｡
連
絡
が
停
滞

し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
が
､
と
も
に
夢
の
通
信
性

･
回
路
性
は

書
と
封
に
な
-
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢夢
を
借
-
て
過
ぐ
｣
｢夢

は
好
け
れ
ど
｣
と
い
う
表
現
や
屈
折
的
感
情
の
表
出
も
､
他
の
詩
人

に
見
出
し
に
-
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
そ
し
て
､

一
見
よ
-
あ

る
か
は
み
え
る

｢書
｣
と

｢
夢
｣
の
封
置
的
使
用
は
ー
宴
は
他
の
詩

人
に
殆
ん
ど
無
い
も
の
な
の
で
あ
る
｡
た
と
え
封
句
で
な
く
と
も
､

1
つ
の
詩
中
で
両
者
を
使
用
し
､
そ
れ
に
心
理
の
強
い
動
き
を
苧
ま

せ
て
ゆ
-
事
も
見
出
し
に
-
い
｡

あ

っ
て
も
平
板
で
あ
-
､
｢書
｣

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

と

｢
夢
｣
へ
の
希
求
の
心
理
は
弱
い
｡
こ
の

｢
書
｣
と

｢
夢
｣
の
封

¶け】

的
表
現
は
,
李
商
陰
に
猫
特
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
,㍗

こ
の
よ
う
な
､
書
と
封
癒
し
た
夢
か
ら
節
約
予
測
で
き
る
の
は
､

夢
が
何
ら
か
の
現
寛
を
打
通
す
る
為
の
手
段
で
あ
-
､
現
状
襲
草
の

機
能
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
孤
猪
に
閉
ざ
さ
れ
た
､
思

い
人
か
ら
隔
た
っ
た
詩
人
自
身
の
所
願
の
様
な
も
の
さ
え
､
こ
の
夢

か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
､
若
-
し
て
朋
薫
の
争
い

の
中
で
自
ら
の
位
置
を
失

っ
た
不
遇
で
孤
猪
な
､
失
意
の
詩
人
李
商

陰
の
嘆
き
と
心
理
の
反
映
を
､
ひ
き
さ
か
れ
た
者
と
他
者
と
の
関
係

の
持
練
を
願
う
心
を
講
み
と
る
事
は
で
き
な
い
だ
ろ
-
か
｡
夢
に
よ

っ
て
合
う
事
､
連
絡
す
る
事
の
希
求
性
に
は
､
状
況
回
復
の
願
い
を

読
み
と
る
事
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
夢
は
何
ら
か
の
救

い
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

悠
揚
蹄
夢
唯
燈
見

悠
揚
た
る
蹄
夢

唯
だ
燈
の
見
る
の
み

獲
落
生
涯
猪
酒
知

漠
落
た
る
生
涯

猪
-
酒
の
知
る
の
み

(七
月
二
十
九
日
崇
譲
宅
議
作
)
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こ
の

一
聯
は
自
己
の
不
遇
と
孤
猪
を
言
う
.

｢
私
の
夢
は
燈
火
が
見

て
い
る
だ
け
｣
と
い
う
擬
人
法
も
奇
抜
で
あ
る
が
､

｢
夢
｣
は

y
o
u

y
a

n
g
と
い
う
陽
び
や
か
な
様
を
示
す
双
聾
に
よ
-
修
飾

さ
れ
､

｢
生
涯
｣
は

h

u

o

(
k

)

t
u

o

(
k

)

と
い
う
不
遇
の
様
を
あ
ら
わ
す
入

聾
の
塵
韻
に
よ
-
修
飾
さ
れ
､

互
い
に
封
に
な

っ
て
い
る
o
そ
し
て

更
に
詩
句
全
膿
に
溢
れ
る
､
迫

っ
て
-
る
よ
う
な
寂
家
感
を
念
頭
に

置
き
'
翻

っ
て
夢
の
位
置
に
眼
を
向
け
る
と
､
こ
の

｢
夢
｣
は
暗
闇

に
開
か
れ
た

一
つ
の
日
の
さ
す
窓
の
よ
-
な
感
じ
を
輿
え
る
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
､
詩
人
に
と

っ
て
の
現
賓
現
在
の
開
か
れ
た
窓
の
よ
う

で
も
あ
る
の
だ
｡
閉
ざ
さ
れ
た
状
況
か
ら
抜
け
出
る
馬
の
､
あ
る
い

は
も
う

一
つ
の
可
能
性

へ
の
手
段
で
あ
-
､
通
路
で
は
な
い
だ
ろ
-

胸

か
｡
孤
猪
の
中
の
夢
は
､
の
び
や
か
に
掃

っ
て
ゆ
-

0

か
-
て
夢
は
目
的
化
す
る
｡
書
と
封
置
さ
れ
な
い
夢
の
表
現
で
も
､

し
ば
し
ば
強
い
夢

へ
の
依
存
の
感
情
を
示
し
､
そ
れ
は
深
刻
度
を
埼

す
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
に
は
や
は
-
孤
猫
感
が
あ
-
､
夢
は
何

ら
か
の
現
状
打
通
の
手
段
と
し
て
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

美
学
帝
成
血

学
ぶ
莫
か
れ
輝
い
て
血
を
成
す
を

た

徒
教
夢
寄
魂

夢
を
し
て
魂
を
寄
せ
し
む
る
に
徒

-

(香
花
)

杏
の
花
に
蘭
学
さ
れ
て
､
自
己
の
失
路
の
感
を
こ
と
寄
せ
た
と
讃

め
る
詩
の

一
聯
で
あ
る
｡
前
の
句
で
は
､
血
を
吐
い
て
迄
噂
-
と
い

は
と
とぎ
す

う

杜

鴨

を

ひ
き
あ
い
に
し
て
､
そ
の
よ
-
な
事
な
ん
か
し
な
い
と
い

う
｡
逆
に
不
遇
な
こ
の
身
を
夢
で
誰
か
に
通
わ
せ
よ
う
と
い
う
｡
あ

る
い
は
夢
の
中
に
入

っ
て
来

い
と
い
-
｡
相
手
が
誰
か
全
-
不
明
で

あ
る
が
､
大
き
-
言
え
ば
､
そ
の
事
に
､
自
己
を
救
う
道
が
あ
る
と

い
う
の
で
は
な
い
か
｡
夢
は
願
い
で
あ
-
､
最
後

の
通
路
で
あ
る
よ

う
だ
｡
次
の
詩
句
に
も
､
そ
れ
が
見
ら
れ
る
｡

未
必
断
別
涙

未
だ
必
ず
し
も
別
涙
を
断
た
ず

か
つ

何
曾
妨
夢

魂

何
ぞ
曾
て
夢
魂
を
妨
げ
L
や

(貌
侯
第
東
北
棲
堂
都
政
言
別
御
用
書
所
見
成

篇

)

人
と
の
別
れ
の
際
の
詩
の

一
聯
｡
や
は
-
悲
し
み
の
故
の
涙
と
闘
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係
す
る
が
､
先
の
詩
句
と
は
蓮
に
､
泣
け
泣
け
と
い
-
｡
そ
れ
は
こ

れ
か
ら
も
夢
の
中
で
脅
え
る
か
ら
と
､
心
理
的
に
後
句
に
績
-
で
あ

ろ
う
｡
ど
ち
ら
の
夢
も
､
未
来
に
関
わ
-
､
語
気
は
鏡
-
､
夢
み
る

事

へ
の
悲
恰
感
さ
え
あ
る
｡
そ
う
せ
し
む
る
の
は
悲
し
い
孤
猪
な
現

賓
で
あ
-
､
離
別
の
状
況
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
か
-
夢
に
傾
-
結

果
､
た
と
え
明
確
で
な
-
と
も
､
夢
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
｡
夢
み

る
こ
と
で
何
か
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
だ
｡

遠
路
麿
悲
春
暁
晩

遠
路

鷹
に
悲
し
む
べ
し
春
の
瞬
晩
た
る
を

頚
管
猶
得
夢
依
稀

残
育

猶
お
得
た
-
夢
の
依
稀
た
る
を

(春
雨
)

遠
ざ
か
っ
て
ゆ
-
思
い
に
か
か
る
人
｡
残
さ
れ
た
詩
人
は
夢
を
み

る
｡
し
か
し
か
す
か
な
夢
で
あ
る
｡
が
'
そ
れ
で
も
夢
を
み
た
の
だ

と
言
う
｡

｢
其
の
人
達
-
去
れ
｣
ば
､
離
れ
た
者
に
と
っ
て
､

｢
惟

胸

だ
夢
中
の
み
尋
ぬ
可
き

｣

で
あ
-
､
そ
れ
以
外
の
思
い
の
停
達
性
､

思
い
思
わ
れ
る
こ
と
の
関
係
の
澄
明
は
な
い
か
ら
で
あ
る
O
そ
し
て
､

う
す
ぼ
ん
や
-
し
た
夢
で
も
夢
み
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
言
を
著
す

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

る
所
に
､
何
か
状
況
に
押
し
込
め
ら
れ
た
李
商
膳
と
い
う
詩
人
の
､

孤
猪
な
つ
ぶ
や
き
と
影
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡

更
に
次
の
詩
に
は
､
孤
猪
に
置
き
去
-
に
さ
れ
た
詩
人
の
夢

へ
の

依
存
が
､
よ
-
直
哉
に
現
わ
れ
て
い
る
｡

長
亭
歳
轟
等
如
波

此
去
秦
閲
路
幾
多

唯
有
夢
中
相
近
分

臥
爽
無
睡
欲
如
何

長
事
に
歳
轟
き

雪

波
の
如
し

こ
こ

いく
ば
く

此
よ
-
去
れ
ば

秦

闘

路
幾
多
ぞ

ぷ
ん

唯
だ
夢
中
に
相
近
づ
-
分
有
る
の
み

臥
乗
陸
-
無
し

如
何
ん
せ
ん
と
欲
す

(過
招
園
李
家
南
園
二
首
の
二
)
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眠
る
事
が
夢

へ
の
候
件
で
あ
る
｡
そ
し
て
夢
の
中
で
合
う
の
は
も

う
ざ
だ
め
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
｡
そ
れ
は
最
後
に
蔑
さ
れ

た
通
路
で
あ
る
｡
夢
は
誰
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
な
通
路
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
う
も
ゆ
か
な
い
｡
ね
む
-
と
い
う
候
件
が
無
い
か
ら
で
あ

る
｡
心
が
､
夢

へ
の
思
い
と
覚
め
て
い
ざ
る
を
得
な
い
意
識
の
間
で

葛
藤
し
摩
擦
す
る
｡
漏
浩
の
よ
う
に
悼
亡
と
見
な
せ
ば
相
手
は
死
者
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d
Tnu

で
あ
る
｡
二
首
連
作
の
第

1
首
に

｢
播
岳
無
妻
客
爵
愁
｣
と
あ
-
､

相
手
は
妻
で
あ
ろ
う
｡
な
ら
ば
､
亡
妻
と
の
幽
明
を
異
に
し
た
出
合

い
の
回
路
と
し
て
の
夢
で
あ
る
｡
今
は
､
も
う
そ
れ
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
い
｡
こ
の
地
上
的
世
界
と
死
者
の
そ
れ
が
夢
で
つ
な
が
れ
る
｡

そ
れ
は
李
商
陰
に
と
っ
て
唯

一
の
最
後
の
手
段
で
あ
り
､

｢
分
｣
な

の
で
あ
る
｡
夢
み
る
事
を
願
い
目
的
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡

更
に
夢
は
空
間
性
を
鹿
げ
､
単
な
る
通
路
か
ら
､
夢
を

一
つ
の
別

な
世
界
と
み
､

｢
こ
の
世
界
｣
と
同
格
的
な
も
の
と
見
る
よ
う
な
性

格
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
｡
悲
し
い
現
貴
世
界
と
､
そ
れ
の
な
い
夢

の
中
と
い
-
封
比
的
な
襲
想
で
あ
る
｡

何
虚
無
佳
夢

何
虞
に
佳
夢
無
か
ら
ん

誰
人
不
隠
憂

誰
が
人
か
隠
憂
せ
ざ
ら
ん

(燈
)

こ
の
一
聯
は
比
較
的
静
穏
で
あ
-
､
詩
人
の
思
念
の

一
般
化
さ
れ

た
呼
び
か
け
が
あ
る
｡

己
に

｢
夢
好
｣
と

い
う
表現
も
あ
-
､

又

姻

｢
蹄
夢
菩
｣

(帝
夢
喜
ば
し
)

と
い
う
表

現
も
ある
が

､

こ
こ
で

｢
夢
｣
は

｢
佳
｣
で
直
接
形
容
さ
れ
､
反
語
的
に
言
わ
れ
て
遍
在
し

て
い
る
｡
封
慮
す
る
の
は
､
全
て
の
人
を
覆
う
悲
し
み
や
憂
い
で
あ

る
｡
そ
れ
は
ー
夢
が
あ
る
故
に
'
夢
に
移
行
す
る
こ
と
で
､
悲
し
み

の
世
界
も
脱
却
可
能
だ
と
敷
街
で
き
よ
う
｡
こ
の
基
盤
の
上
に
苦
の

中
の
生
は
夢

へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
-
｡

一
つ
の
甘
美
な
世
界
と
な
-
､

現
箕
を
忘
却
し
て
迄
も
､
進
ん
で
そ
れ
を
願
う
傾
向
を
有
す
る
よ
う

に
な
る
｡

｢
こ
の
世
界
｣
よ
-
は
､
も

っ
と
よ
い

｢
夢
の
世
界
｣

へ

と
｡
そ
し
て
､
嘗
て
そ
う
い
う

｢
夢
を
願
う
人
｣
が
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
文
選
奄
19
の
宋
玉

｢
紳
女
賦
｣

｢
高
麿
賦
｣
に
停
え
ら
れ
る
､

戦
国
時
代
の
楚
の
薬
玉
で
あ
る
｡
そ
の
人
を
李
商
陰
が
眺
め
る
｡
そ

し
て
詩
の
中
で
裏
王
に
言
及
す
る
時
､
自
己
の
影
を
鹿
-
漂
わ
せ
る
｡

そ
こ
に
李
商
陰
の
夢
が
ま
た
､
微
妙
に
現
わ
れ
て
来
る
｡

裏
王
と
垂
山
の
神
女
が
夢
の
中
で
契
-
を
交
し
た
故
事
は
､
｢

丞

山
の
夢
｣
･
｢
雲
雨
の
夢
｣
の
よ
う
に
使
わ
れ
'
男
女
の
出
合
い
の
暗

愉
と
な
る
｡
こ
う
い
う
表
現
は
多
-
の
詩
人
の
詩
に
現
わ
れ
､
又
李

商
陰
も
使
用
す
る
が
､
今
は
こ
の
故
事
を

一
篇
の
詩
の
題
材
と
し
て

作
ら
れ
た
詩
を
と
-
あ
げ
て
み
る
｡

1 54-



藻
水
方
城
帯
百
蟹

洪
水

方
城

百
蟹
を
荷
ぶ

四
隣
誰
道

乳
周
班

四
隣
誰

か
違

う
周
班
を

乱
せ
り
と

如
何

一
夢
高
歯
雨

如
何
ぞ

一
夢

高
歯
の
両

日
此
無
心
入
武
関

此
れ
自
-
心
の
武
関
に
入
る
無
き
は

(岳
陽
棲
)

一
､
二
句
は
楚
園
の
強
大
さ
を
い
う
｡
-
-
楚
の
裏
王
は
､
父
親

懐
王
が
秦
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
に
､
夢
の
中
で
紳
女
に
出
遇

っ
て
か
ら
､
秦
に
攻
め
入
-
仇
討
ち
す
る
気
を
全
-
な
-
し
て
し
ま

っ
た
｡
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
-
-
と
い
う
の
が
大
意
で
あ
る
｡
こ
の

｢
夢
｣
は
女
性
と
の
愛
の
世
界
と
い
う
意
を
含
み
つ
つ
､
現
資
と
は

異
な
る
も
う

一
つ
の
甘
美
な
世
界
を
意
味
し
て
い
よ
う
｡
裏
王
は
､

l
度

｢
そ
の
世
界
｣
を
知

っ
た
篤
に

｢
こ
の
世
界
｣
で
生
き
る
倫
理

性
や
行
動
性
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
れ
に
､
李
商
陰
は

｢
ど
う

し
て
｣
と
い
う
判
断
を
下
す
わ
け
だ
が
､
虚
辞
を
頻
用
し
､
絶
妙
に

使
う
中
で
'
詠
史
詩
で
は
か
な
-
の
批
判
性
を
盛
る
李
商
陰
に
し
て

は
､
柳
か
訊
刺
性
が
乏
し
い
｡
文
脈
の
流
れ
と
こ
の
疑
問
詞
や
己
に

見
た
夢

へ
の
意
識
か
ら
み
る
と
､
確
か
に
､

｢
-
-
高
麿
の
夢
に
ふ

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

け

っ
た
業
主
そ
の
人
の
政
治
的
無
能
を
､

(
悪
)
と
し
て
か
な
ら
ず

ゆJ2

L
も
非
難
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

｡｣
と
い
う
口
吻
も
感
じ
ら

れ
る
.
そ
し
て
､

｢
ど
う
し
て
I

か
｣
と

い
う
言
葉
は
､
夢
に
溺
れ

る
裏
王
に
向
け
ら
れ
つ
つ
'
な
お
蓮
に
自
己
自
身
に
向

っ
て
誘
L
が

る
よ
う
な
感
じ
も
輿
え
る
の
で
あ
る
｡

｢
ど
う
し
て
私
は
夢
を
-
｣

と
い
う
様
に
｡
こ
の
事
は
次
の
同
じ
題
材
を
扱
う
詩
に
､
よ
-
明
確

な
形
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
夢
を

一
つ
の
世
界
と
み
る
詩

人
は
裏
王
に
解
れ
つ
つ
次
の
様
に
い
う
｡

垂
映
超
遺
書
楚
官

至
今
雲
雨
晴
丹
楓

微
生
轟
懸
人
間
禁

只
右
葉
王
憶
夢
中

丞
映
超
超

奮
楚
官

今
に
至
る
も

雲
雨

丹
楓
に
暗
し

微
生
轟
-
憩
う
人
間
の
楽
し
み
を

只
だ
裏
王
の
夢
中
を
憶
う
有
-

(過
楚
官
)

55

人
間
の
は
か
な
い
生
は
ー
｢
こ
の
世
界
｣
の
安
楽
な
ら
何
で
も
喜
ぶ

も
の
な
の
に

(こ
の
世
は
悲
し
み
許
-
だ
が
)
ー
た
だ

一
人
ー
強
国
の

権
力
者
裏
王
は

｢
こ
の
世
界
｣
の
楽
し
み
を
棄
却
し
て
も

｢
夢
の
世
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界
｣
を
憤

っ
て
い
る
と
い
う
｡

｢
只
｣
は
文
法
上

｢
有
｣
に
か
か
る

が
､
意
味
的
に
は

｢憶
｣
に
も
及
ぼ
う
｡
ひ
た
す
ら
夢
の
み
を
憤

っ

じ
ん
か
ん

て
い
る
と
｡
更
に
｢
人

間

｣

と

｢
夢
中
｣
は
ほ
ぼ
封
鷹
し
て
い
る
｡

己
に
荘
子
の

｢
瑚
媒
夢
｣
以
来
､

｢
こ
の
世
界
｣
と

｢
夢
の
世
界
｣

の
二
重
構
造
的
把
握
は
あ
る
が
､

こ
の
場
合
､

心
の
位

置
方

向
は

じ
ん
かん

｢
夢
｣
の
方
に
全
-
向
-
｡
｢

夢
｣

は
も

う
一
つ
の

｢
人
間
｣

で
あ

る
｡
そ
し
て
'
更
に
こ
の
詩
か

ら
過

剰
や
批
判
を
謹
み
と
る
の
は
､

前
の
詩
よ
-
も
も
っ
と
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
結
果

｢
夢

へ
の
願
望
｣
を
持
つ
人
妻
王
と
李
商
陰
は
､
時
代
の
差
や
停
説

と
寛
在
の
相
違
を
越
え
て
'
第
三
者
に
は
二
重
寓
し
の
よ
う
に
な
る

感
じ
を
輿
え
る
の
で
あ
る
｡
李
商
臆
は
裏
王
に
影
を
投
げ
か
け
､
逆

に
自
己
自
身
を
裏
王
に
見
て
い
る
感
じ
を
輿
え
る
の
で
あ
る
｡
己
に

み
た
李
商
隠
の
夢

へ
の
態
度
を
想
起
す
る
と
､
裏
王
と
い
う

一
人
の

夢
み
る
人
に
自
己
の
分
身
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

よ

｢
楚
宮
を
過
ぎ
る
｣
と
い
う
題
で
あ
れ
ば
､
長
江
の
韮
山
近
-
を
自

ら
放
し
た
時
の
､
そ
の
場
の
思
い
の
形
象
化
と
い
え
よ
う
｡
そ
の
時

季
商
陰
は
､
裏
王
と
そ
の
俸
説
を
そ
の
ま
ま
俸
説
と
し
て
の
虞
な
る

も
の
と
し
て
想
起
し
､
嚢
王
と
夢
の
関
係
に
自
ら
の
投
影
を
見
て
し

㈹

ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
よ
う
な
題
材
を
例
え
ば
杜
甫
に
見
る
と
､
爾
詩

人
の
封
鷹
と
態
度
の
差
が
明
白
に
な
っ
て
-
る
.
杜
甫
も
や
は
-
韮

山
の
近
連
に
居
た
時
次
の
よ
-
な
詩
句
を
形
成
し
た
｡

江
山
故
宅
空
文
藻

江
山
の
故
宅

文
藻
空
し

雲
雨
荒
重
量
夢
思

雲
雨
の
荒
重

山豆
に
夢
思
な
ら
ん
や

(詠
懐
古
跡
五
首
の
二
)

宋
玉
の
事
に
解
れ
つ
つ
､
嚢
王
の
夢
を
い
う
が
､
そ
の
話
は
夢
の

中
の
物
語
な
の
だ
ろ
う
か

(
い
や
事
資
と
し
て
あ

っ
た
の
だ
)

と

い
う
の
で
あ
る
｡

｢
夢
思
｣
は
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
杜
甫
は
俸
説
と

｢
夢
｣
の
枠
組
み
を
解
醸
し
､
容
易
に
事
糞
に
還
元
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
｡

｢
夢
｣
を
排
除
し
､
事
寛
と
現
章
に
執
物
に
食
い
さ
が
る

精
神
と
､
現
寛
よ
-
も
夢
そ
の
も
の
を
目
的
化
し
て
ゆ
き
､
容
易
に

｢
夢
｣
の
語
を
詩
に
と
-
入
れ
る
精
神
の
有
-
様
は
､
全
-
封
照
的

と
い
っ
て
よ
い
｡
夢
に
封
し
て
ス
ト
イ
ッ
ク
で
あ
る
か
､
夢
を
夢
み

る
か
｡
そ
こ
に
盛
唐
と
晩
唐
､
正
統
的
と
異
端
的
な
も
の
の
微
妙
な

56



分
岐
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
し
て
裏
王
の
先
の
二
つ
の

｢
夢
｣
に
は
､
単
な
る

｢
ゆ
め
｣
の

他
､
女
性
と
の
愛
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
夢
の
表
現
は
ー
昔
か

ら
男
女
の
愛
の
上
に
往
往
位
置
し
て
お
-
､
艶
詩
に
現
わ
れ
る
｡
隔

て
ら
れ
た
思
い
人
が
合
う
場
で
あ
る
事
が
､
夢
と
愛
の
結
び
つ
き
の

契
機
と
な
る
が
､
夢
の
本
質
的
な
も
の
と
愛
の
そ
れ
が
同
じ
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
O
李
商
隙
の
詩
の
中
心
は
女
性
と
の

愛
や
感
情
を
詠
ず
る
も
の
で
あ
る
｡
愛
の
世
界

へ
の
傾
き
も
激
し
い

が
､
そ
れ
が
失
わ
れ
る
時
､

dU.q

嵯
余
聴
鼓
慮
官
去

嵯
す
余
が
鼓
を
聴
き
官
に
麿
じ
て
去
-

に

走
馬
蘭
茎
類
韓
蓬

馬
を
蘭
重
に
走
ら
せ
韓
蓬
に
頼
る
を

(無
題

｢
昨
夜
星
辰
｣
尾
聯
)

と
い
-
嘆
き
が
生
じ
る
｡
女
性
と
の
禁
し
い
時
と
場
か
ら
日
常
的

世
界

へ
の
蹄
遠
を
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
愛
の
世
界
を

｢
夢
｣
と
と

ら
え
た
の
が
'
次
の
排
律
の
末
尾
で
あ
-
'
二
つ
の
表
現
に
章
憩
の

類
似
性
が
み
ら
れ
る
｡

晩
唐
詩
の

｢
夢
｣

(松
岡
)

鏡
樫
芙
蓉
入

香
董
菊
翠
過

授
弦
驚
火
鳳

交
易
排
天
鷲

隠
忍
陽
城
笑

喧
停
都
市
歌

梯
穏
徒
琴
柱

弓
調
任
射
渉

山豆
能
地
断
夢

聴
鼓
事
朝
珂

鏡
樫

芙
蓉
入
-

香
塞

非羽
翠

過
ぐ

ま

弦
を
換
ね

火
鳳
を
驚
か
せ

扇
を
交
わ
し

天
鷲
を
排
う

隠

忍

陽
城
の
笑

喧
俸

都
市
の
歌

た

梯
は
穏
や
か
に
し
て
桂
を
撃
ず
る
に
従

え

弓
は
調
い
汐
を
射
る
に
任
う

な
げ
うち

豊
に
能
-
断
夢
を
地
て

鼓
を
聴
き
朝
珂
を
事
と
せ
ん
や

(鏡
概
)
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艶
麗
な
典
故
の
重
な
る
詩
で
'
容
易
に
は
文
脈
を
つ
か
み
難
い
が
､

末
尾
の
｢
夢
｣
を
単
に

｢
ゆ
め
｣
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ

は
､
全
鮭
か
ら
､
女
性
と
の
軟
骨
の
時
と
場
の
象
徴
的
な
も
の
で
あ

的

-
､
末
二
句
の
意
味
は
明
快
で
あ
る
｡
先
の
詩
句
と
の
製
作
順
序
は

ど
ち
ら
が
先
か
分
か
ら
な
い
が
ー
｢夢
｣
と
と
ら
え
た
時
､
詩
人
は
日
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常
的
生
活

へ
の
蹄
遠
を
拒
ん
で
い
る
｡
先
の
詩
句
で
は
､
自
己
を
幾

分
客
観
的
に
戯
董
化
し
な
が
ら
も
､
官
吏
と
し
て
の
日
常
に
締
る
の

だ
が
'
こ
の
表
現
で
は
拒
ん
で
い
る
｡

｢
夢
｣
を
捨
て
ら
れ
る
か
と
｡

日
常
の
俗
塵
的
官
の
生
活

へ
飾
れ
る
か
と
O
更
に
注
意
し
て
よ
い
の

は
､

｢
夢
｣
が
断
た
れ
た
事
の
嘆
き
悲
し
み
へ
と
表
現
は
向
わ
ず
､

逆
に
､

｢
夢
｣

-
｢懸
愛
｣
の
世
界

へ
の
強
烈
な
執
着
と
な
る
こ
と

で
あ
る
｡
六
朝
詩
の
よ
う
に
､
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
嘆
き
と
悲

し
み
は
中
心
と
し
て
な
い
｡
こ
こ
に
は
､

｢
夢
｣
と

｢愛
｣
の
世
界

へ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
指
向
性
と
主
鰻
性
の
妻
露
が
あ
ろ
う
.
た
と
え

失
わ
れ
よ
う
と
､
留
慾
し
､
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
に
し
て
､
李
商
陰
で
は
､

｢
夢
｣
と

｢
愛
｣
が
結
合
し
､
共
に

目
的
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
夢
の
世
界

へ
'
そ
し
て
愛
の
世
界

へ
と
｡

以
上
の
よ
う
な
夢

へ
の
態
度
の
上
に
､
意
識
的
に
女
性
の
閏
情
な

ど
を
詠
ず
る
詩
が
作
ら
れ
る
時
､
機
知
や
ひ
ね
-
が
加
え
ら
れ
て
-

る
｡
し
か
も
夢
は
目
的
性
が
強
-
､
官
能
的
性
格
を
有
す
る
よ
う
に

な
る
｡

紅
露
花
房
自
蜜
陣

紅
露
の
花
房

白
き
蜜
牌

ふた

黄
蜂
紫
蝶
雨
参
差

黄
蜂
紫
蝶

雨
つ
な
が
ら
参
差

春
窓

一
党
風
流
夢

春
窓

一
た
び
覚
む
風
流
の
夢

却
是
同
梱
不
得
知

却

っ
て
是
れ
同
相
に
も
知
る
を
得
ず

(閏
情
)

｢
夢
｣
は

｢
風
流
｣
な
の
で
あ
-
､
首
然
､
男
女
の
出
合
い
を
意

味
す
る
が
､
こ
こ
で
は
､
現
宜
よ
り
も

｢
夢
｣
の
中
の
方
が
彩
-
が

あ

っ
て
よ
い
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
な

｢
夢
｣
の
表
現
を
可
能
に
し
て

い
る
の
は
､
艶
詩
の
盛
行
と
と
も
に
､

｢
夢
｣
を
詩
人
が
抵
抗
感
な

-
詩
に
混
入
で
き
る
意
識
の
埼
大
と
習
熟
が
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
こ

の
梗
な
軽
妙
さ
は
他
の
詩
人
に
も
ま
ま
み
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
杜

牧
で
は
'

自
走
求
佳
夢

自
ら
走
れ
佳
夢
を
求
む

も
ち

いぷ
か

何
須
討
董
眠

何
ぞ
須
い
ん
蓋
眠
を
討
る
を

(春
思
五
律
尾
聯
)
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の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
｡
機
知
と
話
語
味
の
あ
る
こ
の
詩
句
の
｢
夢
｣

に
も
､
艶
的
な
色
あ
い
が
あ
-
､
又
､
夢
み
る
こ
と
が
目
的
化
さ
れ

て
い
る
｡

こ
の
艶
詩
の

｢
夢
｣
の
要
素
を
損
大
L
波
-
強
-
し
た
の
が
韓
侭

で
あ
る
｡
韓
僧
は
自
覚
的
に
艶
詩
を
作
-
､

｢
香
密
集
｣
を
ま
と
め

た
が
､
そ
こ
に
は
次
の
様
な

｢
夢
｣
の
表
現
が
あ
る
｡

かえ

夢
狂
翻
惜
夜

夢
狂
わ

し
-
翻
っ
て
夜
を
惜
し
む

も
の4ノ

粧
傾
厭
凌
農

柾
は
願

-

凌
農
を
厭
う

(無
題
第
三
)

憶
眠
時

眠
る
時
を
憶
う

春
夢
困
騰
騰

春
夢

騰
騰
た
る
に
困
ず

展
韓
不
能
起

展
韓

起
-
る
能
わ
ず

玉
鋭
垂
枕
稜

玉
鋭

枕
稜
に
垂
る

(三
憶
の
第

一
)

こ
れ
ら
の

｢
夢
｣
か
ら
は
､
語
そ
の
も
の
か
ら
妻
す
る
濃
艶
な
雰

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

国
東
が
あ
る
｡
し
か
も

｢
夢
｣
は
主
語
で
あ
-
､
述
語
に
激
し
さ
や

動
き
が
あ
る
｡
夢
は
気
ち
が
い
じ
み
て
お
-
､
勢
い
づ
い
て
は
ね
あ

が
る
よ
-
な
性
格
を
も

つ
｡
そ
し
て
､
文
脈
の
中
で
み
る
時
､
｢
夢
｣

は
､
読
む
者
を
辞
易
さ
せ
る

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
持

っ
て
い
る
の
で

㈱

あ
る
｡
後
者
の
例
は
､
沈
約
の

｢
六
憶

｣

を
も
と
に
し
た
と
思
わ
れ

る
が
､
六
朝
艶
詩
に
こ
の
よ
う
な

｢
夢
｣
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
｡

李
商
陰
の
風
流
な

｢
夢
｣
は
､
こ
こ
迄
損
大
､
増
幅
さ
れ
､
主
格
を

付
興
さ
れ
て
､
生
き
物
の
よ
う
に
動
き
回

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ

れ
が
､
晩
腐
艶
詩
の

｢
夢
｣
の
行
き

つ
-
果
て
の
表
現
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
｡

三

杜
牧
の

｢
夢
｣
は
､
李
商
陰
の
よ
-
に
､
強
度
の
願
望
性
や
意
識

的
な
主
鰻
的
性
格
を
伴
わ
な
い
｡
夢
を
め
ぐ
る
心
理
の
微
妙
な
表
現

も
稀
薄
で
あ
る
｡
し
か
し
､
夢

へ
の
慕
わ
し
さ
と
い
う
の
は
な
お
存

在
す
る
の
で
あ
-
､
夢

へ
の
債
斜
的
態
度
も
讃
み
と
れ
､
詩
句
の
中

･mTヤー

で
､

｢
夢
｣
は
猪
特
な
あ
-
方
を
し
て
い
る
｡

杜
牧
は
､
叙
景
詩
人
と
し
て
の
大
き
な
側
面
を
も
つ
が
､

｢
夢
｣
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は
そ
の
叙
景
や
自
然
の
中
に
入
り
こ
む
｡
そ
の

｢
夢
｣
は
､
あ
る
特

定
の
自
然
的
環
境
と
密
切
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
表
現
さ
れ
て
ゆ
-
0

そ
れ
は

｢
水
｣
で
あ
る
｡
杜
牧
の
叙
景
の
中
で
､
水
の
占
め
る
割
合

は
非
常
に
大
き
-
､
様
様
な
水
の
姿
が
好
ん
で
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

水
と
杜
牧
の
存
在
は
深
-
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の

｢
水
｣

が
､

｢
夢
｣
の
傍
ら
を
､
叙
景
的
詩
句
の
中
で
流
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
､
泉
の
音
を
通
し
て
ま
ず
表
現
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
最

後
に
は
､

｢
夢
｣
を
､
雨
と
な

っ
て
包
み
'
川
の
流
れ
と
な

っ
て
､

載
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡

雲
蓮
帳
影
薙
陰
合

雲
は
帳
影
に
連
な
-
産
陰
合
し

めt,

枕
遼
泉
賓
客
夢
涼

枕
は
泉
聾
を
遣
ら
せ
客
夢
涼
し

(題
青
雲
館
)

泉
か
ら
護
せ
ら
れ
る
水
音
が
夢
に
入

っ
て
-
る
.
聴
覚
は
皮
膚
感

覚
と
融
合
し
特
化
し
ー
夢
は
涼
し
い
の
で
あ
る
｡
杜
牧
に
は

｢寒
夢
｣

と
い
う
熟
語
も
あ
-
､
感
覚
に
立
脚
し
た
夢
の
把
握
は
､
そ
の
特
質

の

一
つ
で
あ
る
｡
次
の
例
か
ら

｢
谷
川
の
流
れ
｣
と
な
-
､
音
と
し

て
や
は
-
夢
に
関
わ

っ
て
-
る
｡

新
人
清
唱
何
人
和

草
径
苔
蕪
不
可
尋

一
夕
小
数
山
下
夢

水
如
環
琳
月
如
襟

斯
人
の
清
唱

何
人
か
和
す

草
径

苔
蕪

尋
ぬ
可
か
ら
ず

一
夕

小
数
山
下
の
夢

水
は
環
堀
の
如
-

月
は
襟
の
如
し

(沈
下
賢
)

杜
牧
が
散
文
を
書
-
の
に
'
意
識
し
尊
敬
も
し
た
俸
奇
作
家
沈
亜

之
を
詠
ず
る
が
､
沈
亜
之
が
住
ん
だ
と
い
う
山
の
麓
で
夢
を
み
る
の

甥

は
杜
牧
で
あ
ろ
う

｡

夢
は
沈
亜
之
に
向
い
ー
末
句
の
｢環
堀
｣
と
｢
襟
｣

は
沈
亜
之
の
姿
の

一
部
を
指
す
と
思
う
が
､
何
を
夢
み
た
の
か
を
直

接
指
示
す
る
表
現
は
無
い
｡
そ
し
て
､
夢
を
め
ぐ

っ
て
'
こ
こ
で
も

｢
環
堀
｣
の
音
の
様
な
水
の
流
れ
が
あ
る
の
だ
が
､

｢
水
｣
･
｢
月
｣

と
い
う
叙
景
の
イ
メ
ー
ジ
と
､

｢
環
堀
｣
･
｢
襟
｣
と
い
う
夢
で
の
イ

メ
ー
ジ
が
融
合
し
､
税
覚
と
聴
覚
の
同
時
的
把
握
が
あ
る
O
こ
の
場

合
､

夢
で
の
風
景
と
現
賓
で
の
風
景
の
境
界
が
､
除
か
れ
て
い
る
の

だ
と
い
え
よ
う
｡
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恨
聾
随
夢
去

恨
聾

夢
に
随
い
て
去
-

春
態
逐
雲
来

春

態

雲
を
逐
い
て
爽
た
る

沈
定
藍
光
徹

沈
定

藍
光
徹
し

喧
盤
粉
浪
開

暗
1盤

粉
浪
開
-

(丹
水

前
聯
後
聯
)

北
方
の
､
あ
る
川
の
流
れ
を
主
題
と
し
た
詩
の
中
間
部
で
あ
る
が
'

｢
恨
聾
｣
は
水
音
の
'

｢
春
態
｣
は
川
の
周
囲
の
風
物
の
擬
人
化
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
｡
う
ら
み
が
ま
し
い
水
音
が
遠
の
い
て
ゆ
-
事
は
､

夢
の
中

へ
深
-
入

っ
て
ゆ
-
事
を
い
う
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
光
と

波
の
微
細
で
感
覚
的
な
描
寓

へ
と
績
-
の
だ
が
､

｢
夢
｣
は
叙
景
の

中

へ
供
め
込
ま
れ
､

｢
雲
｣
と
封
置
さ
れ
､

｢
夢
｣
自
腹
が

一
つ
の

風
物
に
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
更
に
､
何
を
夢
み
る
の
か

は
暖
味
で
あ
る
｡
地
理
な
ど
か
ら
族
の
途
中
で
の
作
と
考
え
ら
れ
､

故
郷

へ
の
夢
と
も
推
測
で
き
る
が
'
何
も
断
定
は
で
き
な
い
｡
逆
に

杜
牧
に
と
っ
て
､

｢
何
を
｣
夢
み
て
い
る
の
か
の
指
示
や
､
具
鰹
的

内
容
は
問
題
で
は
な
-
､

｢
夢
｣
と
い
-
言
葉
を
表
現
の
過
程
に
お

い
て
'
単
な
る
言
葉
と
し
て
置
き
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

れ
る
｡

つ
ま
-
'
詩
的
表
現
の
必
然
的
な
措
辞
と
し
て
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
-
か
｡
次
に
例
示
す
る
詩
句
に
お
い
て
も
こ
の
暖
昧
さ
が

現
わ
れ
る
｡

謝
公
城
畔
渓
驚
夢

謝
公
城
畔

漢

夢
を
驚
か
せ

蘇
小
門
前
柳
排
頭

蘇
小
門
前

柳

頭
を
排
う

(自
喜
成
赴
官
上
京
)

宣
州
よ
-
長
安

へ
締
る
時
の
詩
で
あ
る
が
､

省
略

し
た
起
聯
に

｢
蒲
魔
と
し
て
江
湖
十
た
び
秋
を
過
ぐ
｣
と
あ
る
句
か
ら
考
え
る
と
､

こ
の

一
聯
は
､
単
な
る
属
目
の
景
で
は
な
-
､

｢
江
湖
｣
の
地
で
の

生
活
の
浮
か
び
-
る
印
象
と
と
れ
る
｡
そ
れ
は
､
謝
桃
の
居
た
歴
史

の
町
畳
州
で
の
渓
畔
で
の

｢
夢
｣
で
あ
-
､
青
模
狭
斜
を
連
想
さ
せ

る
美
人
の
い
る
家
の
柳
で
あ
る
と
｡
そ
し
て
､
こ
の
漠
水
も
聴
覚
で

と
ら
え
ら
れ
､
措
辞
は
平
凡
で
あ
る
が
､
何
の
夢
な
の
か
は
直
接
の

明
示
性
が
な
い
の
で
あ
る
｡
夢
の
内
容
は
問
題
で
な
-
､

｢
水
遠
で

の
夢
｣
と
い
う
の
が
ー

一
つ
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
と
な

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
次
の
詩
に
最
も
よ
-
示
さ
れ
て
い
る
｡
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南
朝
謝
挑
城

東
兵
長
深
慮

亡
国
去
如
鴻

遺
寺
蔵
燈
鴇

槙
飛
九
十
尺

廊
蛋
四
百
柱

高
高
下
下
中

風
続
松
桂
樹

育
苔
照
未
聞

白
鳥
南
柏
語

漢
聾
人
骨
夢

月
色
曙
粉
堵

閲
景
無
旦
夕

漏
欄
有
今
古

留
我
酒

1
噂

前
山
看
春
雨

南
朝

謝
腕
の
城

東
呉

最
も
探
き
虞

亡
国
去
る
こ
と
塊
の
如
-

･qく

遺
寺

歴
鴇
に

頗
る

た
か

槙
は
飛
-
九
十
尺

め
ぐ

廓
は
環
る
四
百
桂

高
高
下
下
の
中

めJ.･

風
は
携
る
松
桂
の
樹

育
苔

朱
闇
に
照
-

ふ
た

白
鳥

爾

つ
な
が
ら
相
語

る

藻
琴

骨

の
夢
に
入
-

かが
や

月
色

粉
堵
に
曙
-

閲
景

旦
夕
無
-

欄
に

漏
れ
ば
今
古
有
-

我
に
留
む
酒
の

一
噂

前
山

春
雨
を
看
ん

(題
宣
州
開
元
寺
)

こ
れ
も
宣
州
で
の
作
｡
こ
の
詩
の
中
の
｢恰
夢
｣
は
ー
つ
み
重
な
る

印
象
的
風
景
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
朕
め
こ
ま
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
ま
た
､

何
を
夢
み
て
い
る
の
か
の
俸
達
性
や
指
示
が
妖
落
し
て
い
る
｡
し
か

し

｢
坊
主
の
夢
｣
と
い
う
の
も
､

｢
松
桂
樹
｣
や

｢
青
苔
｣
や

｢
白

鳥
｣

｢
月
色
｣
な
ど
と
封
等
な
自
立
し
た
風
景
イ
メ
ー
ジ
の

一
要
素

を
擦

っ
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
こ
こ
で
は
､
詩
人
に
と

っ
て

｢
恰
夢
｣

も
'

一
つ
の
つ
-
ら
れ
た
給
蓋
的
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
-
､

｢
夢
｣

自
腹
が
､
印
象
的
給
蓋
を
措
-
馬
に
選
ば
れ
た
よ
い
材
料
で
あ
-

､

全
鰻
を
構
成
す
る
上
に
必
要
な
鮎
景
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
杜
牧
に
と

っ
て
､
何
を
夢
み
た
､
こ
れ
こ
れ
の
内
容
の
夢
を
見
た
と
い
う
停
達

的
表
現
は
､
こ
の
時
､
全
-
問
題
と
な

っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
こ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
使
用
の
裏
に
は
､
杜
牧
の
夢
に
封
す

る
好
ま
し
さ
の
よ
う
な
も
の
が
う
か
が
え
､
更
に
問
題
は
､

｢
暦
の

夢
｣
も
傍
に

｢
水
｣
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

水
の
あ
る
所
は
'
杜
牧
に
と
っ
て
閑
適
の
場
と
み
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
｡
水
を
伴
う

｢
景
物
｣
と

｢
閑
｣
の
あ
-
方
は
､
た
と
え
ば

次
の
詩
に
み
ら
れ
る
｡
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寓
家
相
慶
喜
秋
成

虞
虞
槙
童
歌
坂
寄

千
歳
鶴
蹄
猶
有
慎

一
隼
人
佐
山豆
無
情

夜
涼
漠
館
留
恰
話

風
定
蘇
薄
着
月
生

0

景
物
登
臨
閑
始
見

0

0

願
馬
閑
客
此
閑
行

寓
家
相
慶
し

秋
成
を
喜
ぶ

虚
底
の
棲
童

歌
板
の
聾

千
歳
鶴
は
締
れ
ど
猶
お
恨
み
有
-

一
年
人
住
む
山豆
に
情
無
か
ら
ん

夜
涼
し
-
漢
館
に
骨
を
留
め
て
話
し

風
定
ま
-
蘇
薄
に
月
の
生
ず
る
を
看
る

景
物
登
臨
し
て
閑
に
始
め
て
見

こ
こ

顕
わ
-
は
閑
客
と
馬
-
て
此
に
閑
行
せ
ん

(八
月
十
二
日
得
替
後
移
居
雪
渓
館
困
題

長
句
四
韻
)

末
尾
に
三
度
反
復
さ
れ
る

｢
閑
｣
の
具
鮭
的
内
容
を
推
測
さ
せ
る

の
が
､
先
の
題
壁
詩
と
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
､
三
聯
の

｢
渓

館
｣
で
の
健
と
の
語
ら
い
'

｢
蘇
浮
｣
で
の
月
の
出
の
賞
玩
で
あ
る
.

重
要
な
の
は
､
や
は
-
こ
れ
が
水
過
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
｡
谷
川
と
ふ
ち
｡
そ
の
自
然
の

｢
景
物
｣
の
中
に
､
杜
牧
の
願

う

｢
閑
｣
の
時
と
場
が
あ
る
｡
水
流
が
こ
の
心
と
風
景
を
支
え
て
い

る
の
で
あ
る
｡

｢
藻
琴
人
骨
夢
､
月
色
曙
粉
堵
｣
と
い
う
印
象
的
イ

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

メ
-
ジ
も
'
杜
牧
に
と

っ
て
好
ま
し
い

｢
閑
｣
の
世
界
の
も
の
と
し

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

す
る
と
､

こ
こ
で
､

水
を
紐
帯
と
し
て
､

｢
景
｣
や

｢
閑
｣
と
､
己
に
挙
げ
た
水
遠
で
の

｢
夢
｣
が
統
合
さ
れ

る
｡
水
を
軸
に
し
て
､
景

へ
､
閑

へ
と
い
う
連
鎖
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
夢
｡

さ
て

｢
借
の
夢
｣
は
措
か
れ
る
封
象
と
し
て
詩
人
自
身
と
は
表
現

の
上
で
離
れ
て
い
た
｡
杜
牧
は
､
酒
を
飲
ん
で

｢
春
の
雨
｣
を
眺
め

よ
う
と
い
っ
て
い
た
が
､
こ
こ
で
､
杜
牧
の
愛
好
す
る
自
然
の

一
つ
､

｢
水
｣
の
襲
形
と
し
て
の

｢
雨
｣
が
現
わ
れ
る
｡
こ
れ
も

｢
夢
｣
と

結
ば
れ
､
聴
覚
と
し
て
夢
に
関
わ

っ
て
-
る
｡

かれ

憐
渠
鮎
滴
撃

憐
む

渠
が
鮎
滴
の
聾

留
得
蹄
郷
夢

蹄
郷
の
夢
を
留
め
得
た
る
を

(芭
蕉

五
古

第
三

･
四
句
)

鮎
滴
侵
襲
夢

鮎
滴

寒
夢
を
侵
し

蒲
騒
著
淡
愁

蒲
騒
と
し
て
淡
愁
に
著
-

(夜
雨
)
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第
三
十
伊

南
侵
襲

帽夢
雨
は
侵
す

寒
帽
の
夢

梅
引
凍
酪
傾

梅
は
引
-

諌
酷
の
慎
む
-
る
を

(寄
内
兄
和
州
崖
員
外
十
二
韻
)

最
初
の
例
は
'
芭
蕉
の
葉
の
た
て
る
雨
音
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
寒

寒
と
し
て
お
-
､
音
が
夢
に
入
っ
て
-
る
｡
後
の
二
例
は
､
何
を
夢

み
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
愁
い
を
も
つ
表
現
だ
が
､
そ

れ
は
夢
自
腹
の
も
つ
愁
い
や
悲
し
さ
で
は
な
-
､
夢
み
ざ
る
を
得
ぬ

温

状
況
と
､
夢
を
妨
げ
る
外
的
な
自
然
で
あ
る

｡

こ
の
場
合
は
雨
で
あ

る
｡
川
の
水
も
夢
に
侵
入
し
て
目
覚
め
さ
せ
'
時
に
は
夢
と
も
覚
醒

で
の
現
寛
と
も
つ
か
ぬ
微
妙
な
あ
わ
い
に
導
い
た
が
､
,J
の
雨
撃
も

夢
に
完
全
に
産
れ
ず
､
ま
た
完
全
な
覚
醒
で
も
な
い
中
間
の
状
態
に

導
-
よ
う
で
あ
る
｡
杜
牧
も
夢

へ
傾
斜
し
て
い
る
事
は
､
覚
め
て
し

ま
う
と
い
う
事
で
こ
れ
迄
よ
-
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
-
が
､
夢
の

中
に
完
全
に
入
る
喜
び
よ
-
も
､
夢
と
覚
醒
し
た
意
識
の
中
間
の
状

態
を
好
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
直
接

｢
夢
｣
に
は
関
わ
ら

な
い
が
､

牛
醒
牛
酵
遊
三
日

牛
醒
牛
酔

遊
ぶ
こ
と
三
日

(念
音
速
第
三
の
韓
句
)

と
い
う
よ
う
な
意
識
の
膝
瀧
と
し
た
状
態
や
そ
の
時
の
現
蜜
世
界
の

輪
郭
の
暖
昧
さ
も
噂
好
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
緯
-
末
句
の
表

現
は
'
次
の
よ
う
だ
｡

紅
白
花
開
山
雨
中

紅
白

花
は
開
-

山
南
の
中

一
面
の
全
て
の
景
を
ぽ
ん
や
-
さ
せ
る
雨
の
中
に
浮
か
び
あ
が
る

の
は
花
だ
が
､
酔

っ
た
意
識
が
と
ら
え
る
の
は
､
ま
ず
原
色
の
赤
と

白
で
あ
ろ
う
｡
全
て
は
雨
で
け
む
る
中
に
色
彩
の
み
が
と
ら
え
ら
れ

る
｡
こ
の
表
現
は
､
杜
牧
の
意
識
と
感
覚
の
人
工
的
麻
痔
と
鈍
磨
を

反
映
し
て
い
る
筈
で
あ
-
､
そ
こ
で
俗
塵
に
疲
れ
た
自
己
を
解
鮭
し

栗
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

雨
は
音
と
し
て
夢
に
侵
入
す
る
だ
け
で
な
-
､
逆
に
夢
を
育
て
る

媒
鮭
と
も
な
る
｡
杜
牧
の
詩
で
は
､
雨
が
大
き
な
水
の
流
れ
と
結
び

つ
-
時
､
そ
れ
が
現
わ
れ
る
.
己
に
見
た
聴
覚
に
関
わ
る
糸
水
で
は
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な
-
'
船
を
航
行
さ
せ
る
様
な
大
き
な
川
の
流
れ
で
あ
る
｡
雨
と
こ

れ
が
組
み
合
わ
さ
-
､

｢
水
｣
は
量
的
に
擁
大
さ
れ

｢
夢
｣
が
表
現

さ
れ
る
｡

江
雨
春
波
間

江
雨

春
波

間
-

う
な
が

園
林
客
夢
催

園
林

客
夢

催
す

(迭
張
判
官
野
乗
謁
郡
州
大
夫
)

ジ
ャ
ン
･
ジ
ャ
ッ
ク

･
ル
ソ
ー
は
ー
｢孤
猪
な
散
歩
者
の
夢
想
｣
で
､

湖
の

｢
波
の
饗
と
揺
れ
動
-
水
面
｣
に
よ
っ
て

｢
甘
美
な
夢
想
｣
に

糾

ひ
き
こ
ま
れ
た
経
験
を
美
し
-
語

っ
て
い
る
が

､

こ
の
詩
句
の
川
の

慶
び
ろ
と
し
た
水
面
や
雨
も
､
夢
と
関
わ

っ
て
､
そ
れ
を
育
-
ん
で

い
る
よ
う
で
あ
る
｡

乳
燈
迷
野
岸

乳
燈

猪
鳥
出
中
流

猶
鳥

蓬
雨
延
郷
夢

蓬
雨

江
風
阻
暮
秋

江
風

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

野
岸
に
迷
い

中
流
に
出
づ

ま
ね

郷
夢
を
延
き

暮
秋
に
阻
む

(松
岡
)

(晩
泊

前
聯
後
聯
)

船
旗
の
途
中
の
渡
頭
の
風
景
の
中
で
夢
が
み
ら
れ
る
｡
よ
も
ぎ
に

S

降
る
雨
も
夢
を
招
-

｡

雨

･
江
､
省
略
し
た
所
で
の
帆
や
棟
の
船
の

イ
メ
ー
ジ
の
連
関
は
ー
よ
-
損
大
し
て
い
る
｡
そ
し
て
恐
ら
-

｢夢
｣

は
船
の
中
､
水
の
上
に
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

軸

と
ま

織
蓬
眠
折
碇

蓬
を
織
-
肝
艦
に
眠
れ
ば

驚
夢
起
鴛
駕

夢
を
驚
か
せ
て
鴛
駕
は
起
つ

(春
日
言
懐
寄
舞
州
李
常
侍
十
韻
)

こ
の
詩
句
で

｢
離
艦
｣

(小
舟
)
の
中
の
眠
-
が
直
接
表
現
さ
れ
､

夢
も
眠
-
に
連
な
る
｡
そ
し
て
夢
も
眠
-
も
水
の
上
に
あ
る
｡
杜
牧

に
は

｢
ね
む
り
｣
を
い
う
印
象
的
な
詩
句
が
多
い
が
､
荒
井
健
氏
も

餌

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

､

｢
ね
む
-
｣
も
雨
と
密
接
に
関
係
し
あ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

監

撃
眠
蓬
底
客

聾
は
眠
ら
す
足
底
の
客
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第
三
十
肋

寒
渥
釣
来
襲

寒
は
渥
す
釣
乗
の
蓑

(江
上
雨
寄
崖
隅
)

と
あ
る
眠
ら
す
聾
の
主
鎧
は
､
こ
の
詩
の
省
略
し
た
第

一
聯
の

｢
春

牛
の
平
江
の
雨
｣
な
の
で
あ
る
｡
眠
る
主
値
は
水
の
上
に
あ
-
､
雨

が
ね
む
-
を
育
-
む
｡
す
る
と
､
杜
牧
に
あ
っ
て
は
､
水
や
雨
に
関

わ
る

｢
眠
｣
と

｢
夢
｣
と
は
'
表
現
上
同
質
的
な
も
の
と
言

っ
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
｡
資
際
'
杜
牧
の

｢
睡
｣
や

｢
眠
｣
を

｢
夢
｣
と

置
き
か
え
て
も
､
何
ら
不
自
然
な
感
じ
は
文
脈
上
意
味
上
な
く
､
多

-
相
互
置
換
が
可
能
で
あ
-
､

｢
夢
｣
の
背
後
に
は
督
然

｢
眠
｣
が
､

｢
眠
｣
に
は

｢
夢
｣
が
隠
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
し

て
時
と
し
て
､
同
時
に
表
現
さ
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
次
の
例
は
封

に
な
っ
て
い
る
｡

青
梅
雨
中
熟

青
梅

雨
中
に
熟
し

播
俺
酒
旗
遠

橋
は
惰
る
酒
旗
の
適

故
国
残
春
夢

故
国

残
春
の
夢

孤
舟

一
褐
眠

孤
舟

一
視
眠
る

播
括
遠
堤
柳

揺
括
た
る
速
堤
の
柳

暗
暗
十
程
煙

暗
暗
た
る
十
程
の
燈

南
奏
鐘
陵
道

南
に
奏
す
鐘
陵
の
道

無
困
似
昔
年

昔
年
に
似
る
に
困
し
無
し

(罷
鐘
陵
幕
吏
十
三
年
-
-
感
奮
馬
詩
)

こ
の
詩
に
も

｢
眠
｣
と

｢
夢
｣
が
現
わ
れ
､
封
匿
さ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
表
現
の
連
関
が
あ
る
程
度
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
雨

･
舟

･

江
連
の
風
景

･
水
の
流
れ
な
ど
｡
晩
春
と
い
-
時
と
好
ま
し
い
風
景

は
眠
-
を
誘
う
｡
特
に
雨
が
詩
人
を
覆
い
､
水
の
ゆ
っ
た
-
し
た
流

れ
が
詩
人
を
載
せ
る
で
あ
ろ
-
｡
水
に
-
る
ま
れ
た
詩
人
に
､
夢
は

自
ら
浮
か
ん
で
-
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
甘
-
か
す
か
に
哀
愁
を
帯
び

た
夢
を
詩
人
は
十
全
に
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
し
か

し
現
賓
の
租
界
は
た
ゆ
た
い
ま
た
暗
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
詩
人
の

S

心
の
不
安
定
と
う
す
暗
さ
で
も
あ
る

｡

更
に
詩
は
､
追
憶
と
時
の
推

にが

移
感
の
苦
み
へ
と
績
-
が
､

｢
夢
｣
と
水
の
関
わ
る
叙
景
の
前
年
四

句
と
暗
-
括
れ
る
税
界
と
回
想
の
後
年
四
句
は
､
対
照
的
と
な
っ
て

い
る
｡
好
ま
し
い
景
と
夢
､
現
茸
の
自
己
と
憂
わ
し
い
生
と
い
う
封
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比
的
な
感
情
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
､
泉
か
ら
流
れ
出
た
水
は
､
遂
に
川
の
大
き
な

水
流
と
な
る
｡

｢
夢
｣
は
い
つ
も
そ
の
傍
ら
に
あ
-
､
時
に
は
音
と

し
て
侵
入
さ
れ
た
-
､
あ
る
い
は
雨
に
-
る
ま
れ
､
水
の
流
れ
の
上

に
浮
か
ぶ
｡
こ
の
過
程
に
､
｢景
｣
-
｢
閑
｣
-
｢
眠
｣
-
｢夢
｣
な

ど
の
要
素
が
連
鎖
し
て
ゆ
-
｡
俗
塵
と
し
て
の
現
寛
か
ら
､
好
ま
し

い
自
然
や
風
景
の
中

へ
､
閑
適
の
時
と
場
へ
､
現
寛
の
忘
却
へ
､
心

の
安
逸
へ
､
ね
む
-
へ
'
夢

へ
と
い
う

一
連
の
後
退
の
プ
ロ
セ
ス
が

あ
-
1
そ
れ
は
水
と
い
う
も
の
に
貫
か
れ
て
い
る
｡
他
人
か
ら
離

れ
､
自
己
自
身
に
閉
ざ
さ
れ
､
自
己
意
識
さ
え
も
忘
れ
て
ゆ
-
｡
あ

る
い
は
､
傷
つ
け
ら
れ
た
自
己
を
い
た
わ
-
､
疲
れ
た
意
識
を
麻
棒

解
燈
さ
せ
て
ゆ
-
｡
そ
し
て
闇
と
無
意
識
の
場
へ
と
後
退
し
､
閉
じ

て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
雨
や
水
は
､
こ
れ
を
助
け
る
解
媒
と
し
て
機
能

し
､
詩
人
を
包
み
込
み
､
ベ
ー
ル
と
な
-
外
界
と
遮
断
し
､
抱
き
か

か
え
､
揺
す
る
の
で
あ
る
｡
詩
人
は
､
そ
の
時
､
ゆ
っ
-
-
眠
-
の

中

へ
入
っ
て
ゆ
き
､
そ
こ
に
自
ら

｢
夢
｣
が
浮
か
ん
で
-
る
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
､
船
の
中
､
水
の
上
で
雨
に
包
ま
れ
る

｢
夢
｣
の
表
現

が
よ
-
示
す
所
で
あ
る
が
､
こ
の

｢
水
｣
と
い
う
物
質
と

｢
夢
｣
と

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

の
精
神
的
関
係
は
､
根
本
的
な
地
鮎
で
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
｡
こ
の
解
明
は
本
稿
の
な
し
得
る
所
で
は
な
い
が
､
｢憂
い
も
な
-

積
や
か
な
長
い
時
間
､
そ
し
て
孤
舟
の
底
に
寝
そ
べ
っ
て
わ
れ
わ
れ

が
空
を
観
つ
め
て
い
る
長
い
時
間
の
あ
い
だ
､
ど
の
よ
う
な
追
憶
に

向
か
う
の
だ
ろ
う
か
～
-
-
中
略
-
･･･水
は
わ
れ
わ
れ
を
運
ぶ
O
水

は
わ
れ
わ
れ
を
揺
す
る
｡
水
は
わ
れ
わ
れ
を
寝
か
し
っ
け
る
｡
水
は

わ
れ
わ
れ
に
母
を
返
し
て
-
れ
る
｡
｣
と
い
う
G
･
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

盟

の
指
摘
は
魅
力
的
で
あ
る

｡

-
-
か
え
さ
れ
る
水
に
関
わ
る

｢
夢
｣

(そ
の
背
後
に
あ
る
ね
む
-
)
の
意
味
す
る
も
の
は
､
最
後
的
に
'

恐
ら
-
母
的
な
る
も
の
､
母
性
に
遠
行
し
て
ゆ
-
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
こ
の
時
､

｢
孤
舟
｣
は

｢
再
び
獲
得
さ
れ
た
揺
藍
｣
と
な

る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
現
資
の

｢
俗
塵
｣
-

｢
景
｣
-
｢
閑
｣
I

｢
眠
｣
･
｢
夢
｣
-

｢
母
｣
と
い
う

一
連
の
流
れ
を
閉
じ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

にが

杜
牧
に
と
っ
て
､
夢
は
苦
い
生
の
中
の
一
つ
の
救
い
で
あ
-
､
慰

め
で
あ
ろ
う
｡
杜
牧
も
､
眠
-
へ
夢

へ
と
傾
い
て
ゆ
-
｡
そ
れ
は
､

李
商
陰
の
よ
う
に
､
悲
痛
感
や
願
望
性
や
強
い
主
鮭
性
と
い
う
性
格

は
ほ
と
ん
ど
な
-
､
屈
折
す
る
心
理
も
な
い
｡
自
己
に
と
っ
て
慕
わ
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し
い
自
然
の
中
に
居
る
時
､

ゆ

っ
-
-
夢
の
方

へ
流
れ
こ
ん
で
い
っ

て
し
ま
う
よ
う
だ
｡
表
現
さ
れ
た

｢
夢
｣
か
ら
そ
の
様
な
詩
人
の
夢

が
締
約
さ
れ
る
が
､
時
と
し
て
何
を
夢
み
て
い
る
か
不
明
で
あ
り
ー

か
え

っ
て
周
囲
の
風
物
と
同
格
と
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
性
格
も
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
常
に

｢
水
｣
が

｢
夢
｣
に
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
､
自
然
の
具
盟
的
な
も
の
と

｢
夢
｣
の
関
係
は
､
他
の

詩
人
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
も
と
よ
-
､
外
界
と
切
断
さ
れ
た
､
随
道

の
よ
う
な
李
商
隠
の

｢
夢
｣
に
は
な
-
､
杜
牧
猪
特
の
あ
-
方
と
い

PJ

っ
て
よ
い
｡

ま
た
李
商
陰
と
較
べ
た
時
の
大
き
な
相
違
と
し
て
､
杜
牧
の
｢夢
｣

が
過
去
と
関
わ
る
事
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
唐
詩
に
よ
-
み
ら
れ
る

｢
人

生
は
夢
｣
と
い
う
襲
想
と
共
に
､
臭
腺
的
数
詞
に
よ
る

一
定
の
過
去

を
夢
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
｡

固
執
一山景

観

四
朝

三
十
載

ご
と

似
夢
復
疑
非

夢
の
似

-
復
た
非
か
と
疑
う

(杜
秋
娘
詩

五
言
古
詩
)

有
馬
時
弊
の
女
性
の
l
生
を
小
説
的
に
叙
す
る
詩
の
二
句
で
あ
る
O

過
去
の
時
間
を
夢
の
よ
う
だ
と
い
う
｡

的
的
ヨ
剰
夢

的
的
た
-
三
年
の
夢

道
道

l
綾
胆

道
遺
た
-

一
機
の
拒

(裏
陽
雪
夜
感
懐
)

刊
朝

l
夢
蹄
人
世

十
年

一
夢

人
の
世
に
締
る

Etf;
ムp

(出
宮
人
二
首
の
T
)

¶
倒

l
発
揚
州
夢

十
年

l
た
び
覚
む
揚
州
の
夢

(遣
懐
)

後
の
二
例
の
場
合
は
､
特
に

｢
夢
｣
は
華
や
か
な
-
し
時
と
い
う

l二

ア
ン
ス
を
持
つ
｡
最
後
の
有
名
な

一
句
は
若
い
青
春
の
時
そ
の

も
の
を
言
-
｡
そ
れ
ら
は
失
わ
れ
と
-
も
ど
す
事
の
で
き
な
い
時
で

あ
る
｡
夢
の
よ
-
に
魅
力
あ
-
､
は
か
な
-
過
ぎ
た
時
間
で
あ
る
｡

直
接
数
値
は
伴
わ
な
い
が
､
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善
事
参
差
夢

善
事

参
差
た
る
夢

(別
沈
庭
土
)

と
い
う
表
現
で
も
過
去
は

一
つ
の
夢
で
あ
る
｡
か
つ
て
の
事
ど
も
は
､

-
い
ち
が
っ
た
夢
な
の
だ
と
､
悲
哀
感
を
こ
め
て
い
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に

一
定
の
過
去
を

｢
夢
｣
と
規
定
し
て
ゆ
-
事
は
､
李

商
陰
に
は
見
ら
れ
ず
､
人
生
は
夢
と
い
う
表
現
は
他
の
詩
人
に
も
み

ら
れ
る
が
､
数
値
に
よ
る
過
去
の
時
間
と

｢
夢
｣
の
結
合
は
､
他
の

詩
人
に
も
見
出
し
難
い
｡
李
商
陰
に
は
全
般
的
に
見
て
､
自
身
の
過

去

へ
の
追
懐
的
態
度
と
い
う
の
が
､
全
-
稀
薄
で
あ
-
､
生
の
無
常

感
'
時
の
推
移
感
な
ど
の
感
情
も
あ
ま
-
見
ら
れ
な
い
｡
杜
牧
に
は
､

こ
う
い
う
要
素
が
詩
の
大
き
な
主
調
と
し
て
あ
-
'

｢
夢
｣
も
'
過

去
を
向
い
た
意
識
や
態
度
の
方
向
に
､
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
｡

し
か
し
杜
牧
の

｢
夢
｣
も
個
人
の
生
や
過
去
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
こ
れ
が
晩
麿
の
最
後
を
飾
る
葦
症
に
至
る
と
'
襲
質
し
て

い
る
の
に
気
づ
-
｡
人
生
を
思
え
ば

晩
唐
詩
の

｢夢
｣

(松
岡
)

浮
生
都
是
夢

(封
酒
賦
友
人
)

友
を
思
え
ば

lll楚
故
人
皆
是
夢

(願
州
留
別
張
員
外
)

昔
蓮
を
思
え
ば

今
日
乳
離
供
是
夢

(倍
音
)

南
朝
の
歴
史
に
解
れ
て
は

有
園
有
家
皆
是
夢

(上
元
陳
)

六
朝
如
夢
鳥
空
曙

(董
城
)

魚
龍
爵
鳥
皆
如
夢

(薙
感
)

夢
は
個
人
か
ら
人
々
､
証
合
､
歴
史
へ
損
大
し
比
愉
的
に
何
で
も
覆

す
べ

と
も

う

｡
｢
都

て

｣
｢
供

に

｣

｢
皆
｣
と
い
う
言
葉
に
'
強
-
何
も
か
も
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夢
な
の
だ
と
い
う
語
気
が
感
じ
ら
れ
る
｡
も
と
よ
り
､
こ
こ
に
は
麿

末
の
乳
離
と
亡
図
の
経
験
か
ら
生
じ
る
認
識
が
あ
ろ
う
.
し
か
し
'

た
と
え
ば
､
湛
庭
鈎
が
北
賓
の
亡
国
を
歌
う
時
の
表
現
､

寓
古
春
野
夢
不
締

高
青
春
は
締
れ
ど
夢
は
解
ら
ず

(達
磨
支
曲
)

の
よ
う
に
､
失
わ
れ
た
過
去
や
歴
史
を
美
的
に
憧
憤
､
哀
惜
し
懐
か

し
む
と
い
う
感
情
は
殆
ん
ど
な
い
｡
秦
荘
に
は
た
だ
力
弱
い
つ
ぶ
や

き
の
如
き
も
の
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡
葦
荘
に
と
っ
て
､
地
上

的
世
界
は
も
う
終

っ
て
い
る
の
だ
｡
夢
が
個
人
の
生
の
中
で
比
職
的

に
表
現
さ
れ
る
時
､
そ
こ
に
個
人
の
生
の
停
滞
と
行
き
づ
ま
-
が
あ

る
が
､
個
人
性
を
破
-
､
溢
れ
で
て
､
夢
が
､
何
も
か
も
比
愉
的
に

覆
う
時
､
逆
に
覆
わ
れ
た
世
界
は
終
末
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
麿
と
い
う

一
つ
の
世
界
と
唐
詩
の

｢
夢
｣
の
同
時
的
な
終
末

を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

四

季
商
陰
と
杜
牧
の
詩
の

｢
夢
｣
と
い
う
語
の
表
現
を
た
ど
る
事
に

よ
っ
て
､
夢
と
詩
人
と
の
滞
特
な
関
係
が
現
わ
れ
て
来
た
｡
そ
れ
は

序
章
に
あ
げ
た
唐
代
の
大
詩
人
や
､
そ
れ
以
前
の
六
朝
の
詩
人
達
か

ら
は
､
見
出
す
の
が
難
し
い
特
質
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
｡
表
現

は
､
軍
に
夢
を
見
た
と
い
-
事
態
の
停
達
や
夢
の
中
の
で
き
事
の
記

述
で
も
な
い
｡
あ
る
い
は
､
夢
と
い
-
も
の
を
､
小
説
的
叙
述
の
枠

g

組
み
と
し
て
用
い
る
の
で
も
な

い
｡
彼
ら
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
､

詩
に
お
け
る

｢
夢
｣
と
い
う
詩
的
言
語
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
｡

｢
夢
｣
と
い
う
語
は
単
に
量
的
に
多
い
だ
け
で
な
-
､

質
的
に
も
魅
力
あ
る
詩
的
表
現
を
達
成
し
て
い
る
｡

｢
夢
｣
と
い
う

言
葉
そ
の
も
の
の
表
現
に
賭
け
て
い
る
事
の
一
斑
は
､
本
論
の
中
の

引
用
に
あ
る
程
度
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
一

回
性
的
表
現
に
､
夢
と
い
う
も
の
に
封
す
る
詩
人
の
心
理
や
意
識
が

注
入
さ
れ
､
結
果
と
し
て
､
夢
に
封
す
る
詩
人
の
態
度
や
深
い
内
面

的
つ
な
が
-
が
導
か
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
夢
を
夢
み
る

よ
う
な
､
正
に

｢
夢
は
第
二
の
生
で
あ
る
｣
と
い
う
べ
き
よ
う
な
性
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格
を
持

っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
夢

へ
の
指
向
性
は
､
同
時
代
詩
人
温
庭
筒
に
も
､
深

-
内
面
に
根
ざ
し
な
が
ら
あ
る
の
で
あ
る
｡
更
に
､
宗
教
的
基
盤
は

あ
-
な
が
ら
も
､
あ
ま
-
に
も
夢
を
好
む
あ
ま
-
､
夢
が

｢
蜜
在
の

基
礎
｣
と
な

っ
た
よ
う
な
詩
借
賃
休
な
ど
も
晩
唐
に
居
る
事
を
考
え

S

る
と
､
晩
唐
と
い
う
時
代
の

一
つ
の
時
代
精
神
の
よ
う
な
も
の
迄
推

察
し
う
る
の
で
あ
る
が
､
最
後
に
､
あ
え
て
固
式
的
に
'
李
商
陰
と

杜
牧
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
0
李
商
陰
の
夢
は
積
極
的
'

能
動
的
な
も
の
で
あ
-
､
杜
牧
の
夢
は
消
極
的
'
受
動
的
な
も
の
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
李
商
陰
の
夢
が
た
え
ず
未
来
性
を
指
向
し

苧
み
'
背
後
に
感
じ
さ
せ
る
現
寛
的
な
も
の
を
超
え
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
封
し
､
杜
牧
の
そ
れ
は
､
現
章
的
な
地
鮎
か
ら
の
移
行
､

後
退
と
い
う
よ
う
な
性
格
を
持
ち
､
過
去
指
向
的
で
あ
る
｡
可
能
的

未
来

へ
向
う
も
の
で
あ
る
か
､
不
可
能
的
現
在
か
ら
流
れ
､
非
可
逆

的
過
去

へ
向
う
も
の
で
あ
る
か
｡
こ
れ
が
す
な
わ
ち
､
李
商
陰
と
杜

牧
と
い
う
詩
人
と
そ
の
詩
の
あ
-
方
を
､
側
面
か
ら
､
深
-
示
唆
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

晩
唐
詩
の
｢夢
｣
(松
岡
)

15
テ
キ
ス
ト
は
'
序
章
の
量
的
調
査
以
外
､
全
て
四
部
叢
刊
本
を
用
い

た
｡
四
例
'
字
形
の
相
似
な
ど
に
よ
る
誤
-
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
-
'

他
の
無
住
本
'
右
往
本
に
操
っ
て
改
め
た
が
'

〓

注
梓
に
記
し
て
お

い
た
｡

｢登
｣
は
四
部
叢
刊
の
明
嘉
靖
本
で
は

｢登
｣
(祭
蔭
の
器
)
と
な
っ

て
い
る
O
鏡
謙
益
寓
校
本
や
朱
鶴
齢
'
漏
浩
な
ど
の
注
揮
本
に
よ
-

｢
登
｣
を
と
る
｡
字
形
の
相
似
に
よ
る
誤
-
で
あ
ろ
う
｡

四
部
叢
刊
本
で
は
'
五
紀
は

｢契
遊
｣
七
縄
は

｢柴
遊
原
｣
と
な
っ

て
い
る
｡

屈
復

｢起
甚
佳
'
下
皆
套
話
｣
玉
蘇
生
詩
意
巻
3
｡
漏
浩

｢輿
下
向

晩
俳
讃
'
皆
似
少
作
｣
玉
蘇
生
詩
筆
注
巻
5
｡

〝
二
十
日
蝕
-
の
月
か
す
か
に
見
え
て
'
山
の
根
ざ
は
い
と
く
ら
き

に
'

馬
上
に
む
ち
を
た
れ
て
'
敷
里
い
ま
だ
鶏
鳴
な
ら
ず
｡
杜
牧
が
早

行
の
残
夢
'
小
夜
の
中
山
に
至
-
て
た
ち
ま
ち
駕
-
｡
馬
に
寝
て
残
夢

月
遠
し
ち
ゃ
の
け
ぶ
-
〃

こ
れ
は

｢
野
ざ
ら
し
紀
行
｣
の
芭
蕉
で
あ
る
｡

底
本
は

｢
全
唐
詩
｣
(

中
文
出
版
敵
影
印
)
の
全
唐
詩
小
樽
を
付
す

る
部
分
｡
句
は
除
外
す
る
O
固
有
名
詞
も
除
-
｡
晩
唐
詩
人
以
外
で
'

索
引
の
あ
る
詩
人
は
'
そ
れ
を
用
い
'

一
一
全
唐
詩
で
確
認
す
る
と
い

う
方
法
を
と
っ
た
｡
索
引
の
数
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
｡
全
唐
詩
小
樽
を

付
す
る
部
分
に
は
な
い
詩
'
詞
'
連
句
'

｢
全
唐
詩
｣
で
は
他
人
の
作

と
し
て
除
い
た
詩
が
'
索
引
の
底
本
に
入
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
0
線
詩
教
は
'
京
大
人
文
研
編

｢唐
代
の
詩
人
｣
に
擦
っ
た
.

湿
庭
箔
は
同
時
代
詩
人
と
し
て
'
韓
促
と
毒
在
は
'
本
論
中
で
言
及
し
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た
事
に
よ
-
あ
げ
て
お
-
｡

二
章
以
下
の
立
論
は
'
こ
こ
に
あ
げ
た
全

て
の
詩
人
の
表
現
を

一
鷹
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
｡

伺

明
の
張
之
象
他
編

｢
唐
詩
頬
苑
｣
亀
87
人
部
夢
に
は
'
夢
を
テ
ー
マ

と
し
あ
る
い
は
題
と
す
る
詩
が

69首
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
中
で
自

居
易
と
元
損
が
最
も
多
-
'
自

店易
19
首
'
元
棋
12
首
と
な

っ
て
お
-
'

自
居
易
に
は

1
百
韻
の
詩
ま
で
あ
る
｡

S

李
商
陰
で
は
'

｢
七
月
二
十
八
日
夜
興
壬
鄭
二
秀
才
聴
雨
後
夢
作
｣

七
言
古
詩
と

｢
夢
令
狐
学
士
｣
七
絶
'
杜
牧
で
は

｢秋
夢
｣
五
律
O
詳

し
-
内
容
を
語
る
の
は
李
商
陰
の
七
古
だ
け
で
あ
る
｡

㈲

晩
唐
艶
詩
と
の
関
係
で
'

｢
王
墓
新
詠
｣
と
そ
の
主
要
な
主
と
し
て

薬
代
の
詩
人
を
調
べ
た
の
が
次
表
で
あ
る
｡
参
考
ま
で
に
あ
げ
て
お
-
0

｢
玉
壷
新
詠
｣
は
索
引
に
'
各
詩
人
は
丁
幅
保
の

｢
全
漢
三
園
晋
南
北

朝
詩
｣
に
嫌

っ
た
｡
方
法
は
唐
詩
の
場
合
と
同
じ
｡

弼

以
後
特
に
注
記
し
な
い
二
句
の
引
用
は
'
全
て
近
鰻
詩
に
お
け
る
対

句
の
一
聯
で
あ
る
｡

㈹

｢
王
墓
新
詠
｣
巻
10
｡
引
用
は
典
兆
宜
集
注
本
に
操
る
.

㈹

元
環
に

｢
音
徽
｣
'
杜
牧
に

｢
家
書
｣
と
の
封
が
み
ら
れ
る
.
そ
れ

ぞ
れ

一
例
o
李
商
陰
で
は

｢
音
信
｣

｢
昔
訊
｣
な
ど
と
は
封
せ
ず
'

｢書
｣
と
の
み
封
句
を
形
成
す
る
｡

個

張
采
田

｢
玉
硲
生
年
語
合
隻
｣
に
よ
れ
ば
'

こ
の
七
律
は
禽
昌
元
年
'

三

十
歳
の
時
の
も
の
｡

｢薄
落
生
涯
｣
に
は
'
牛
李
の
薫
単
の
中
で
'

王
茂
元
の
娘
を
妻
と
し
た
事
に
よ
る
非
難
と
立
場
の
喪
失
な
ど
の
事
情

も
背
後
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

｢奮
慶
喜
｣
巻

一
九
〇
'
｢
新
唐
書
｣

巻
二
〇
三
に
'
こ
の
間
の
事
が
書
か
れ
て
い
る

｡

個

漏

浩
｢
玉
蘇
生
詩
築
注
｣
巷
5

掴

漏
浩

｢
玉
蘇
生
詩
葦
注
｣
巻
4

㈹

｢
故
山
掃
夢
菩
'
先
入
講
書
堂
｣

(蹄
壁
五
律
尾
聯
)

的

高
橋
和
巳

｢
詩
人
の
運
命
｣
第
二
章
｡
な
お
こ
の
テ
ー
マ
を
李
商
憶

が
他
の
詩
人
と
は
同
じ
様
に
扱

っ
て
い
な
い
事
は
'
同
書
に
機
討
と
考

察
が
見
え
る
｡

S

こ
の
二
つ
の
詩
で
は
'
注
樺
で
仮
託
や
寓
意
が
問
題
に
さ
れ
る
が
'

そ
れ
が
あ
る
と
し
て
も
'
李
商
陰
が
こ
の
故
事
を
ど
う
扱
い
詩
の
骨
格

と
し
て
い
る
か
に
観
鮎
を
置
け
ば
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
.

㈹

｢
余
｣
は
四
部
叢
刊
本
で
は

｢
験
｣
で
あ
る
｡

｢
除
｣
に

｢
わ
れ
｣

の
意
味
は
な
い
よ
-
で
'
諸
有
江
本
'
無
住
本
に
嬢

っ
て

｢
余
｣
と
す

る
｡
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個

眺
培
謙
の
解
を
記
す
O
｢首
四
句
寓
其
居
止
'
隠
忍
四
句
寓
其
色
整
'

五
里
四
句
寓
其
隔
確
'
王
集
四
句
霧
其
房
椀
'
騎
糖
四
句
寓
其
出
遊
'

橋
過
四
句
於
所
値
之
地
而

l
見
流
速
'
想
像
四
句
於
匪
蹄
之
後
而
不
勝

紳
往
'
末
四
句
以
弼
望
無
柳
之
意
結
｣

(李
義
山
詩
集
註
巻
6
)

鍋

玉
墓
新
詠
巻
5
'
今
四
首
し
か
俸
わ
ら
な
い
.

IS

杜
牧
の
検
討
は
四
部
叢
刊
本
の

｢
本
集
｣

｢
外
集
｣

｢
別
集
｣
の
範

囲
内
で
あ
-
'
漏
集
梧

｢奨
川
詩
集
｣
の

｢
焚
川
詩
補
遺
｣
や

｢
契
川

詩
集
注
｣
(中
華
書
局
上
海
編
輯
所

一
九
六
二
年
)
の

｢
遺
収
詩
補
錬
｣

は
除
-
｡
用
例
も
で
き
る
だ
け
本
集
に
操
っ
た
o

鋤

沈
亜
之
の
夢
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
経
鋭

｢
杜
牧
詩
選
｣
な
ど
を
参

考
に
し
て
'
杜
牧
の
夢
と
し
た
｡

鋤

｢
聾
破
寒
窓
夢
'
根
穿
緑
蘇
紋
｣
(題
劉
秀
才
新
竹
五
律
)
の
音
は
'

竹
の
葉
が
た
て
る
｡

銅

1

･
1

･
ル
ソ
ー

｢
孤
猪
な
散
歩
者
の
夢
想
｣
第
5
の
散
歩

(今
野

1
雄
謂

)

鍋

こ
の

｢
蓬
｣

は
も
と
も
と

｢
蓬
｣

(と
ま
)
で
は
な
い
か
O

が
'

｢
蓬
｣
に
作
る
も
の
が
見
え
ず
'
今
'
四
部
叢
刊
本
に
従
う
｡

鯛

四
部
叢
刊
の
明
朝
宋
刊
本
で
は

｢
蓬
｣
は

｢
蓬
｣

(よ
も
ぎ
)
で
あ

る
｡
こ
れ
で
は
両
詩
句
と
も
意
味
が
通
じ
難
い
｡
同
音
'
字
形
の
相
似

に
よ
る
誤
-
と
思
わ
れ
る
｡
今
'
漏
集
槽
に
従
い

｢
蓬
｣
を
と
る
.

朗

荒
井
健
教
授

｢
杜
牧
｣
中
国
詩
文
選
l

幽

｢
揺
揺
｣
の
も
う

l
つ
の
使
用
例
｡

｢
君
意
如
鴻
高
的
的
'
我
心
願

端
正
括
揺
｣

(宣
州
迭
装
坦
判
官
往
節
州
時
牧
欲
赴
官
蹄
京
七
律
)

晩
唐
詩
の
｢夢
｣

(松
岡
)

困

ガ
ス
ト
ソ
･
バ
ツ
ュ
ラ
ー
ル

｢
水
と
夢
｣
小
溝
俊
郎
他
謂
第
五
章

鋤

杜
牧
の
散
文
の
夢
は
詩
の
夢
と
全
-
異
な
る
｡

｢
麿
故
宣
州
観
察
便

御
史
大
夫
貴
公
墓
誌
銘
井
序
｣

(契
川
文
集
亀
8
)
｢自
撰
墓
銘
｣
(同

奄
10
)
な
ど
に
現
れ
る
夢
は
'
超
自
然
的
神
秘
性
を
持
ち
琴
言
的
性
格

を
も
つ
｡
清
水
茂
教
授

｢
杜
牧
と
俸
奇
｣

(中
国
文
学
報
第

一
耕
)
は
'

杜
牧
の
俸
奇
小
説
的
な
も
の
へ
の
関
心
と
そ
の
散
文

へ
の
影
響
を
説
-

が
'
夢
も
そ
の
影
響
の
中
に
あ
-
'
俸
奇
小
説
的
要
素
の
吸
収
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
｡
散
文
と
詩
で
は
夢
の
使
い
わ
け
が
あ
る
よ
う
で
あ
る

が
'
そ
の
性
格
の
乗
離
は
な
お
検
討
を
要
す
る
｡
詩
の
中
で
は
'
杜
牧

に

｢
夢
卜
｣
李
商
陰
に

｢占
夢
｣
な
ど
の
語
が
み
え
る
が
'
夢
の
預
兆

性
や
神
秘
性
は
そ
れ
ぞ
れ

一
'
二
例
の
表
現
し
か
な
ざ
れ
な
い
｡

帥

こ
の
詩
は
'

｢
唐
人
六
集
｣
の

｢
王
建
詩
｣
に
も
'
み
え
る
O
全
唐

詩
で
は
王
建
に
載
せ
な
い
事
'
杜
牧
の
本
集
に
あ
る
事
'
王
建
は
全
唐

詩
で
七
例
の

｢
夢
｣
の
語
の
使
用
が
あ
る
が
'
こ
の
例
の
よ
う
な
表
現

が
な
い
事
'
そ
の
他
に
よ
-
'
杜
牧
の
詩
と
し
て
考
え
た
｡

鋤

例
え
ば
'
元
程
の

｢
江
陵
三
夢
｣
の
第

一
首
に
は
八
例
の

｢
夢
｣
の

語
が
あ
る
が
'
山
本
和
義
氏
は
こ
の
詩
に
つ
い
て
'

｢
こ
の
一
首
に
う

た
い
込
ま
れ
た
夢
は
'
き
わ
め
て
致
果
的
で
あ
る
｡
フ
ィ
ク
シ
三
ソ
を

巧
み
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
詩
は
'
生
き
て
い
る
｡｣
｢
こ
の
詩
に
み

ら
れ
る
夢
は
'
枠
が
あ
-
'
そ
の
枠
の
中
で
'
現
賓
の
世
界
を
'
再
構

成
し
て
い
る
｡
｣
と
説
明
さ
れ
る
｡
(元
横
の
整
詩
及
び
悼
亡
詩
に
つ
い

て
)

(中
国
文
学
報
第
九
筋
)

鍋

小
林
太
市
郎

｢
静
月
大
師
の
生
涯
と
蛮
術
｣
第
十
章
に
よ
る
｡
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