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書

評

松
浦
友
久

『
詩
語
の
諸
相
-
唐
詩
ノ
ー
ト
1
』

東
京

･
研
文
出
版

1
九
八
1
年
四
月

二
五
四
頁

著
者
は
前
著

『李
白
研
究
-
拝
借
の
構
造
-
』

(東
京

二
二
省
堂
､

一
九
七
六
年
三
月
)
に
お
い
て
､
李
白
と
い
う

一
人
の
詩
人
を
と
-

あ
げ
て
､
題
材
論
的
な
観
鮎
と
様
式
論
的
な
観
鮎
を
婆
憩
の
軸
と
し
､

棟
々
な
角
度
か
ら
李
白
の
詩
に
つ
い
て
の
論
を
展
開
さ
れ
た
｡
本
書

で
は
､
詩
語
の
面
か
ら
､
題
材
論
的
観
鮎
を
中
心
に
､
唐
詩
の
読
解

に
封
し
て
多
-
の
貴
重
な
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
｡
詩
語
に
つ
い

て
の
尊
論
で
あ
る
と
い
う
そ
の
形
式
だ
け
で
な
-
1
解
樺
に
至
る
ま

で
の
方
法
論
ー
ま
た
詩
語
の
中
に
著
者
の
見
出
そ
-
と
す
る
中
国
的

な
感
性
､
表
現
感
覚
な
ど
､
こ
の
書
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い

興
味
あ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
o

各
章
は
'
も
と
も
と
別
t,
の
諭
稿
と
し
て
顎
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
､
補
訂
を
加
え
て

一
冊
の
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
O
二
部
に

分
け
ら
れ
､
各
J～
次
の
様
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
0

第

一
部

1
､
中
国
詩
の
性
格
-

詩
と
言
語

二､
｢猿
聾
｣
考
-

詩
語
と
歌
語
Ⅰ

三
､
｢蛾
眉
｣
考
-

詩
語
と
歌
語
-

四

､
｢断
腸
｣
考
-

詩
語
と
歌
語
Ⅲ

五
､
詩
語
と
し
て
の

｢怨
｣
と

｢恨
｣
-

閏
怨
詩
を
中
心
に

第
二
部

六
､
耶
娘
妻
子
走
相
迭
-

唐
詩
の
白
話
的
表
現
と
厭
戦
詩
の
空

想〔付
説
〕

ふ
た
た
び

｢耶
娘
妻
子
走
相
迭
｣
に
つ
い
て
-

戦

争
詩
に
お
け
る

〃
主
題
〃

と

〝素
材
〃

の
異
同
を
中
心

に

七
､
長
安

一
片
月
-

｢
一
片
｣
の
用
法
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ

八
､
蜂
火
連
三
月
-

数
詞
の
整
調
を
め
ぐ
っ
て

〔付
設
〕

｢沙
場
｣
考

九
､
却
話
巴
山
夜
雨
時

-
詩
語
と
そ
の
儀
件

十
､
憶
君
造
在
滞
湘
月
-

離
別
詩
に
お
け
る
時
間
の
表
現
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十

一
､

一
水
中
分
自
鷺
洲
1

詩
材
と
し
て
の
風
土

十
二
ー
鬼
女
共
露
巾
-

名
詞
の
副
詞
化
が
意
味
す
る
も
の

個
々
の
章
が
か
な
-
猪
立
性
の
強
い
論
稿
と
な
っ
て
い
る
の
で
､

順
を
追

っ
て
簡
単
に
内
容
に
解
れ
て
お
こ
う
｡

ま
ず
第

一
部
第

一
章
は
〝
序
論
的
性
格
を
も
つ
″

(
著
者
あ
と
が
き
)0

こ
の
章
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
｡

第
二
､
三
､
四
章
は
､
副
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
-
に
､
同
様
の
主

題
で
貫
か
れ
て
お
-
1
詩
語
の
成
立
過
程
や
イ
メ
ー
ジ
の
特
色
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
三
つ
の
章
で
は
､
日
本
の
漢
詩
や
和

歌
と
の
詩
語
の
比
較
が
行
な
わ
れ
､
両
国
の
感
性
､
拝
情
感
覚
の
差

異
が
指
摘
さ
れ
る
｡

第
五
章
は
､
六
朝
防
腐
期
に
お
け
る
閤
怨
詩
の
用
例
か
ら
､
詩
語

と
し
て
の

｢怨
｣
と

｢恨
｣
の
中
核
的
な
概
念
の
規
定
が
試
み
ら
れ

る
｡
字
書
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
-
､
詩
語
と
し
て
ど
の
よ
う
な
違

い
を
示
し
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
基
礎
的

な
仕
事
は
従
来
あ
ま
-
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
､
も

っ
と
な
さ
れ
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

書

評

第
六
章
以
下
の
第
二
部
は
､
特
定
の
詩
句
を
と
-
あ
げ
て
従
来
の

解
樺
の
営
否
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
が
､
副
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

著
者
の
意
圏
す
る
と
こ
ろ
は
､
単
に
解
揮
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡

第
六
章
は
､
杜
甫
の

｢兵
事
行
｣
中
の

｢耶
娘
妻
子
走
相
迭
｣
を

と
-
あ
げ
る
｡
停
銃
的
な
厭
戦
詩

･
反
戦
詩
に
お
い
て
､
出
征
兵
士

を
見
返
る
場
面
で
は
子
供
が
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
､

｢妻

子
｣

は
文
言
的
表
現
の

｢妻
と
子
｣

で
は
な
-
､
白
話
的
表
現
の

｢妻
｣
の
意
味
に
解
辞
さ
れ
る
べ
き
だ
と
説
-

0

第
七
草
は
､
李
白
の

｢子
夜
具
歌
｣
中
の

｢長
安

一
片
月
｣
を
と

り
あ
げ
る
｡

｢
一
片
｣
が

｢小
さ
な
ま
と
ま
-
｣

(
一
と
ひ
ら

･
一

と
き
れ

二

と
か
け

二

枚
､
等
)
を
意
味
す
る
停
統
的

･
古
典
的

･
書
面
語
的
な
文
言
系
の
語
糞
語
法

(基
本
的
用
法
)
で
あ
る
の
か
､

｢大
き
な
虞
が
-

･
長
い
つ
な
が
-
｣

(
一
面
の

二

と
し
き
-
の
､

等
)
を
意
味
す
る
非
停
統
的

･
俗
語
的

･
口
頭
語
的
な
白
話
系
の
語

嚢
語
法

(涯
生
的
用
法
)
で
あ
る
の
か
と
い
う
観
鮎
か
ら
､
唐
詩
の

用
例
を
吟
味
し
､
基
本
的
用
法
で
な
い
と
考
え
る
の
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
と
す
る
｡

第
八
章
は
､
杜
甫
の

｢春
望
｣
中
の

｢煙
火
蓮
三
月
｣
を
と
-
あ

125



中
国
文
筆
報

第
三
十
三
筋

げ
る
｡
数
詞
に
お
い
て
は
､

平
伏
が
極
度
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
り
､

一
か
ら
十
ま
で
の
数
詞
で
は
平
聾
が

｢三
｣
し
か
な
い
こ
と
に
着
目

し
て
い
る
O
そ
し
て

〝
平
伏
対
立
を
も
っ
て
韻
律
の
基
幹
と
し
た
唐

詩
の
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
っ
て
は

｢三
｣
が

｢三
｣
ゆ
え
に
多
-
の
意
味

を
据
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
〃

(

一
八
三
頁
)
と
し
て
い
る
｡
こ
の
こ

と
か
ら
'

｢煙
火
連
三
月
｣

の

｢三
月
｣
は
､

平
伏
か
ら
い
っ
て

｢三
｣
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
-
､
茸
際
の
教

に
限
定
す
る
必
要
は
な
-
､
不
特
定
多
数
と
し
て
の
要
素
が
強
-
令

ま
れ
て
い
る
と
す
る
O
し
か
し
'
評
者
は
ー
こ
の
詩
に
お
い
て

｢三
｣

が
不
特
定
多
数
の
意
味
あ
い
を
持
つ
と
い
う
著
者
の
説
は
も
う
ひ
と

つ
決
定
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
0

第
九
章
は
'
李
商
陰
の

｢夜
雨
寄
北
｣
中
の

｢却
話
巴
山
夜
雨
時
｣

を
と
-
あ
げ
る
｡
ひ
と
つ
の
文
垂
様
式
に
は
､
そ
れ
猪
臼
の
表
現
感

覚
を
も
つ
語
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
観
鮎
か
ら
､
近
世
白
話
小

説
猪
特
の
表
現
感
覚
を
も
つ
､
｢却
説
｣
｢且
説
｣
な
ど
の
用
例
を
用

い
て
唐
詩
の
解
帯
に
採
用
す
る
こ
と
は
不
適
首
で
あ
る
こ
と
を
説
-
0

そ
し
て

｢却
話
｣
が
､
詩
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
､
ま
た
唐
詩
の

用
例
か
ら
も
'
文
言
系
の

｢
ふ
-
か
え
っ
て
語
る
｣

｢想
い
返
し
て

話
す
｣
と
い
-
よ
う
は
解
揮
す
る
は
-
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
.

第
十
章
は
､
王
昌
齢
の

｢迭
魂
二
｣
中
の

｢憶
君
造
在
滞
湘
月
､

愁
聴
清
猿
夢
裏
長
｣
を
と
-
あ
げ
る
｡
主
題
論
的
な
立
場
か
ら
'
離

別
詩
の
も
つ
複
合
的
時
間
表
現

へ
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
.

解

樺
の
問
題
に
つ
い
て
は

｢憶
｣
と
い
-
動
詞
の
用
法
か
ら
､
そ
の
動

作
の
起
鮎
を
ず
ら
せ
る
こ
と
に
よ
-
､

｢造
在
-
-
｣
以
下
の
主
語

は
､
作
者
で
は
な
-
逸
ら
れ
る
側
の
貌
二
で
あ
る
と
す
る
｡

第
十

一
章
は
､
李
白
の

｢登
金
陵
鳳
風
量
｣
中
の

｢
一
水
中
分
自

鷺
洲
｣
を
と
-
あ
げ
る
｡
題
材
論
的
な
観
鮎
か
ら
､
詩
に
用
い
ら
れ

る
風
土
の
題
材
と
し
て
の
性
格
を
､
詩
の
頚
想
と
の
関
わ
-
に
お
い

て
､
解
樺
の
馬
の
方
法
と
し
て
援
用
し
よ
-
と
す
る
｡
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
で
解
れ
る
｡

第
十
二
章
は
､
王
勃
の

｢杜
少
府
之
任
萄
州
｣
中
の

｢鬼
女
共
需

巾
｣
を
と
-
あ
げ
る
｡
多
-
の
用
例
か
ら
ー

｢鬼
女
｣
が

｢鬼
女
の

よ
う
に
｣
と
い
う
副
詞
的
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
論
澄

す
る
｡
し
か
し
､
著
者
の
限
は
､
こ
の
こ
と
に
表
わ
れ
る

〝
言
語
と

思
考
､
言
語
と
封
象
認
識
と
い
っ
た
鮎
で
､
き
わ
め
て
中
国
的
な
､

興
味
あ
る
傾
向
″

(
二
四
四
貢
)
と
い
う
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
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本
書
で
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の
は
､
題
材
論
的
観
鮎

(素
材

･
主

題
を
含
め
て
)
の
方
法
論
と
し
て
の
運
用
､
中
国
的
な
感
性
､
表
現

感
覚

へ
の
度
重
な
る
言
及
､
そ
れ
に
関
連
し
て
､
日
本
の
漢
詩
や
和

歌
と
の
比
較
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
に
注
意
し
っ
つ
､
疑
問

鮎
を
中
心
に
感
想
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
-
0

ま
ず
'
序
論
的
な
性
格
を
も
つ
第

二
早
か
ら
み
て
い
こ
う
｡

こ
の

章
は
詩
の
定
義
に
は
じ
ま
-
､
拝
情
詩

･
叙
事
詩

･
劇
詩
と
い
う
従

来
の
詩
の
分
類
に
つ
い
て
の
異
議
､
訂
正
､
ま
た
韻
律

･
拝
借
両
面

か
ら
行
情
詩
と
し
て
の
中
国
詩
の
適
性
に
つ
い
て
､
そ
の
性
格
な
ど

が
論
じ
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は

〝
一
般
的

に
み
て
､

中
国
人
の
思
考
や
感
覚
で
は
､

具
鮭
的

･
箇
別
的
な
も

の
が
大
切
に
さ
れ
る
″

(

一
〇
頁
)
と
い
う
指
摘
と
'
詩
語
に
つ
い
て

〝
中
国
社
合
の
停
銃
の

一
つ
と
言
う
べ
き
典
型
愛
好
の
傾
向
が
詩
語

の
形
成
と
鰹
承
に
も
大
き
-
作
用
し
て
い
る
″

(

〓

貢
)
と
い
わ
れ

る
鮎
で
あ
る
｡
第
三
章

｢蛾
眉
｣
考
､
第
四
章

｢断
腸
｣
考
で
中
国

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
容
が
好
ま
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

〝
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
の
､
具
鰻
的
事
物
で
､
形
容
し
て
い
-
中
国
的

感
覚
″

(
五
九
頁
)､
〝
一
般
に
､
中
国
語

(漢
語
)
の
表
現
習
慣
に
あ

書

評

っ
て
は
､
臭
腺
的

･
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
好
ま
れ
る
″

(

八
四
頁
)

と
そ
の
原
田
が
説
か
れ
る
.

ま
た
第
十
二
章
で
も

｢
名

詞
の
副
詞

化
｣
に
み
ら
れ
る

〝
中
国
的
な
､
興
味
あ
る
傾
向
″

(

二
四
四
頁
)
と

し
て

〝
そ
の
一
つ
は
､
物
ご
と
を
具
鮭
的

･
箇
別
的

な
形
で
捉
え
よ

-
と
す
る
儒
向
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
､
寛
在
す
る
現
箕
の
感
覚
や

知
覚
を
重
蔵
す
る
と
い
う
態
度
で
も
あ
る
″

(

二
四
四
頁
)
と
い
わ
れ

る
｡ま

た

｢典
型
化
の
愛
好
｣
は

｢名
詞
の
副
詞
化
｣

に
み
ら
れ
る

〝

中
国
的
な
興
味
あ
る
傾
向
″

の
も
う

一
つ
の
特
色
と
し
て
〝

物
ご

と
の
性
状
を
典
型
化

･
集
約
化

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
″

(二

四
六
頁
)
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
｡
具
鮭
的
に
は
ー

｢鬼
女
の
ご
と

-
共

に
巾
を
需
は
す
｣
と
い
う
句
で
ー
〝
｢

鬼
女
｣
は

｢需
巾
-

泣
-
｣

と
い
う
行
為
の
も
つ
諸
感
覚
の
集
約

･
典
型
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
″

(

二
四
六
頁
)
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
こ
の

｢典
型
化
の
愛
好
｣
は
､

第
六
章
や
第
十

一
章
に
み
え

る
方
法
論
に
お
い
て
も
そ
の
基
礎
的
認
識
と
し
て
み
ら
れ
る
｡
こ
れ

は
先
の
具
鮭
的
表
現
に
封
す
る
好
み
と
と
も
に
､
著
者
の
論
の
基
調

に
深
-
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
O
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著
者
は
'

中
国
的
な
感
性
な
る
も
の
を
日
本
的
な
感
性
と
の
比
較

を
通
し
て
よ
-
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
｡
そ
れ
が
､
第
二
､
三
､
四

章
で
あ
る
｡
ま
た
1
第
六
章
で
も
和
歌
を
比
較
の
封
象
と
す
る
論
が

み
え
る
｡
第
二
､
三
､
四
章
は
各
々

｢猿
聾
｣
｢蛾
眉
｣
｢断
腸
｣
と

い
う
詩
語
の
成
立
過
程
が
考
詮
さ
れ
る
が
､
著
者
は
､
日
本
の
古
典

詩
歌
で
あ
る
和
歌
を
比
較
の
封
象
と
し
て
､
中
国
､
日
本
雨
園
の
詩

歌
に
お
け
る
表
現
感
覚
の
差
異
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
-
重
鮎
を
お
-
a

い
ず
れ
の
例
も
日
本
で
は
湊
詩
に
は
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
､

和
歌
に
は
そ
れ
に
封
鷹
す
る
日
本
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

鮎
に
着
目
し
､
そ
れ
ら
の
詩
語
が
日
本
的
な
行
情
感
覚
､
表
現
感
覚

に
と
っ
て
は
異
和
感
､
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
馬
に
詩

語
と
し
て
定
着
し
な
か
っ
た
と
い
う
｡

｢断
腸
｣
に
つ
い
て
は
日
中

両
国
に
お
け
る
動
物
臓
器

へ
の
知
識
や
関
心
の
差
､
食
習
慣
の
違
い

が
根
本
に
あ
る
こ
と
が
考
許
さ
れ
､
よ
-
環
極
的
な
理
由
と
し
て
先

に
述
べ
た
中
国
に
お
け
る
具
鮭
的

･
具
象
的
イ
メ
ー
ジ
に
封
す
る
好

み
と
日
本
に
お
け
る
表
現
の
腕
化

･
非
限
定
化
の
愛
好
が
あ
げ
ら
れ

る
｡
こ
の
章
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
､
｢猿
聾
｣
｢蛾
眉
｣
に
つ

い
て
は
少
々
束
に
か
か
る
鮎
が
あ
る
｡

ま
ず

｢猿
聾
｣
が
和
歌
に
う
た
わ
れ
な
い
原
因
を
著
者
は
〝

そ
の

基
調
に
あ
る
物
理
的
な
鋭
さ
､
カ
ソ
高
さ
″

を

〝拝
情
表
現
の
具
と

し
て
は

一
種
の
異
和
感
を
も
っ
て
受
け
と
め

る
日
本
的

･
日
本
語
的

な
感
性
″

(

三
七
頁
)
に
求
め
て
い
る
｡
こ
こ
で
唐
詩
の
場
合
を
考
え

て
み
よ
う

｡

著
者
も
い
う
如
-

〝
巴
東
三
峡
の

｢漁
者
歌
｣
の
孝
想

を
中
心
に
置
き
つ
つ
､
よ
-
贋
-
は
､
長
江
系
の
風
土

一
般
に
お
け

る
恋
人

･
遷
客
の
悲
哀
を
い
や
樹
す
も
の
と
し
て
1
-
た
わ
れ
て
い

る
″

(
三
〇
頁
)
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
長
江
と
い
う
中
国
の
特
定
の

風
土

と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
詩
語
の
イ
メ
ー

ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

〝漢
詩
と
い
う
外
来
の
形
式
に

よ
る
知
的
文
蛮
語
″
(
五
四
貢
)
と
し
て

｢猿
聾
｣
が
用
い
ら
れ
る
の

は
､
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
詩
語
と
し
て
の
安
定
と
い
う
こ
と
か

ら
み
れ
ば
､
あ
る
程
度
う
な
ず
け
る
｡
従

っ
て
､
日
本
固
有
の
文
学

で
あ
る
和
歌
の
場
合
､
中
国
の
特
定
の
風
土
と
結
び
つ
い
た
う
え
に

威
-
立

っ
て
い
る

｢猿
聾
｣
に
封
鷹
す
る
詩
語
が
詩
語
と
し
て
用
い

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
､
決
し
て
不
思
議
な
現
象
で
も
な
い

よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
日
本
人
の
音
感
の
好
み
以

前
に
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡
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ま
た
､
和
歌
に

｢猿
｣
の
聾
が
う
た
わ
れ
な
い
こ
と
以
外
に
､
昔

時
の
菅
感
の
好
み
を
示
す
例
が
も
う
少
し
詳
し
-
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
｡
で
な
い
と
､
〝
停
銃
的
音
感
″

(

三
七
頁
)

と
か

〝
日
本
的
な
音
感
の
好
み
か
ら
言
え
ば
″

(
三
七
貢
)

と
い
う
よ

う
な
言
い
方
が
も
う
ひ
と
つ
資
感
と
し
て
は
停

わ
っ
て
こ
な
い
よ
う

に
思
う
｡

｢蛾
眉
｣
に
つ
い
て
も

〝
も
っ
と
も
根
本
的
な
も
の
と
し
て
は
､

日
本
人
の
観
覚
的

･
解
党
的
な
生
理
感
覚
と
し
て
､

｢蛾
｣
は
美
感

･
美
意
識
の
封
象
と
な
-
に
-
い
こ
と
､
色
彩
も
鱗
粉
も
む
し
ろ
異

和
感
や
嫌
悪
の
封
象
と
な
-
や
す
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
〟

(
五
二
頁
)
と
､
日
本
人
の
感
覚
を
重
要
な
論
嬢
と
し
て
い
る

が
､

｢
蛾
｣
そ
の
も
の
が
和
歌
に
出
て
こ
な
い
こ
と
だ
け
で
な
-
､

昔
時
の
人
々
に
嫌
悪
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
直
接
示
す
例
語
を
何
か
あ

げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
O
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は
､
評

者
に
は
､
〝停
銃
的
″

〝
日
本
的
″

と
い
う
こ
と
で
古
代
か
ら
現
代
ま

で
を
包
含
し
て
し
ま

う
態
度
に
何

か
帯
然
と
し
な
い
も
の
を
感
じ
る

か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は

〝
中
国
的
″

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
｡
凡
そ
､
こ
の
よ
う
な
言
葉

を
使
用
す
る
場
合
､
慎
重
で
な

書

評

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
.

次
に
､
題
材
論
的
親
鮎
の
詩
の
読
解

へ
の
援
用
と
い
う
面
か
ら
､

第
十

一
章
と
第
六
章
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
｡

第
十

一
章
で
は
､

｢自
鷺
洲
｣
が
ど
こ
に
在

っ
た
の
か
と
い
う
こ

と

と

､

｢
一
水
｣

｢二
水
｣
(テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て

｢二
水
｣
に
作
る

も
の
が
あ
る
)
の
適
否
が
判
断
の
封
象
と
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
著
者
は

こ
れ
ら
の
問
題
の
考
謬
よ
-
も
さ
ら
に
重
要
な
鮎
と
し
て
､

〝①
古

典
詩
に
お
け
る

〝題
材
″

と
い
う
も
の
が
､
資
は
そ
れ
ぞ
れ
に
何
ら

か
の
章
想
上
の
特
色
､
い

わ
ば

1
種
の
認
識
パ
タ
ー
ン
を
も

っ
て
い

る
こ
と
､
②
唐
詩
の
よ
う
な
停
統
性
の
強
い
詩
歌
を
正
確
に
謹
ん
で

い
-
た
め
に
は
､
こ
の
鮎

へ
の
留
意
が
と
-
わ
け
必
要
か
つ
有
数
だ

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
､
⑧

｢白
鷺
洲
に
よ
っ
て
申
分
ざ
れ
る
の
は
秦

涯
で
あ
る
｣
と
す
る
従
来
の
多
-
の
渚
注
の
不
適
切
さ
も
､
こ
の
鮎

へ
の
留
意
に
よ
っ
て
未
然
に
防
ぎ
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
-

等
々
､
唐
詩
の
讃
解
に
関
す
る

一
連
の
題
材
論
的
観
鮎

を
､

一
種
の
方
法
論
的
な
立
場
と
し
て
提
示
″

(

二
二
二
頁
)
す
る
こ

と
を
あ
げ
る
｡
そ
し
て

〝
こ
の
詩
に
あ

っ
て
は

､

自
鷺
洲
に
よ
っ
て

申
分
さ
れ
る
の
は
長
江
で
あ
る
の
が
自
然
だ
､
と
い
う
見
方
が
､
素
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第
三
十
三
筋

材
論

(も
し
-
は
主
題
論
)
的
に
可
能
な
の
で
は
な
い
か
″

(二
三
一

貫
)
と
い
う
｡

こ
の
詩
で
は
､
舞
童
が
金
陵
で
あ
-
､

｢
自

鷺
洲
｣

が
長
江
中
に
あ
る
こ
と
は
､
い
-
つ
か
の
資
料
か
ら
確
認
さ
れ
て
い

る
か
ら
､
著
者
の
見
方
の
有
効
性
は
保
詮
さ
れ
る
.
し
か
し
､
他
の

詩
で
も
有
数
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
よ
-
わ
か
ら
な
い
｡

風
土
を
封
象
と
す
る
場
合
､
資
料
に
よ
る
確
認
な
し
で
は
､
可
能
性

の
段
階
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

一
万
1

ま
た
ー
解
帯
が
､
概
ね
蓋
然
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ

る
と
基
本
的
に
は
そ
の
有
数
性
は
認
め
得
る
と
い
え
る
)
し
か
し
な

が
ら
著
者
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
-
､
こ
の
よ
う
な
見
方
は
詩
の

讃
解
の
う
え
で
従
来
か
ら
留
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
評
者

に
は
思
わ
れ
る
〕

第
六
章
は
厭
戦
と
い
う
特
定
の
主
題
を
も
つ
詩
と
そ
こ
に
み
ら
れ

る
俸
銃
的
讃
想
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
｡

｢妻
子
｣
が
白
話
的
表
現

の

｢妻
｣
の
意
味
に
解
帯
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
著
者
は
そ
の
理
由

を
三
つ
あ
げ
て
い
る
｡

そ
し
て
､

そ
の
最
も
重
要
な
理
由
と
し
て

〝
中
国
の
厭
戦
詩

･
反
戦
詩
の
停
統
的
顎
憩
か
ら
考
え
た
場
合
､
の

こ
さ
れ
る
父
母
や
妻
た
ち
が
出
征
す
る
息
子
や
夫
を
逸
る
と
い
う
作

例
は
ほ
と
ん
ど
全
-
兄
い
だ
せ
な
い
″

(

1
二
六
貢
)
と
い
う
こ
と
を

あ
げ
る
｡
そ
し
て

〝唐
代
に
お
け
る
著

名
か
つ
典
型
的
な
厭
戦
詩
と

し
て
の

｢兵
事
行
｣
の
み
が
､
こ
う
し
た
文
学
史
的
停
銃
の
ほ
と
ん

ど
唯

一
の
例
外
で
あ
-
う
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
だ
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
″

(

一
三
七
頁
)
と
し
､

〝
厭
戦
詩
の
停
統
的
襲
想
に

立
つ
が
ゆ
え
に
､

白
話
的
表
現
と
見
る
の
が
自
然
だ
″

(
三
一七
頁
)

と
著
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
ー
著
者
の
あ
げ
る
資
料
が

｢捗
帖
｣
を
は

じ
め
と
す
る

『
詩
経
』

の
作
品
と
､

湊
貌
六
朝
詩
と
し
て
は
､

蘇

武
､
李
陵
の
作
と
俸
え
ら
れ
る
二
首
､

｢木
蘭
詩
｣
だ
け
で
あ
-
'

唐
詩
に
お
い
て
も
､
杜
甫
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡

こ
れ
だ
け
の
資
料
に
よ

っ
て

〝
厭
戦
詩

･
反
戦
詩
の
停
銃
的
章
想
″

(
二
一六
頁
)
な
る
も
の
を
規
定
し
､
杜
甫
の
詩
を
そ
の
文
学
史
的
停

銃
の
上
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
｡
な

る
ほ
ど
ー
全
て
子
供
が
父
を
返
る
と
い
-
場
面
は
う
た
わ
れ
な
い
が
､

そ
も
そ
も
出
征
兵
士
と
の
別
離
の
場
面
を
う
た
う
詩
が
少
な
い
の
で

あ
る
.
こ
れ
だ
け
で
､
厭
戦
詩
の
俸
統
的
吏
想
な
ど
と
い
う
の
は
､

評
者
に
は
納
得
で
き
な
い
o

『
詩
経
』
か
ら
杜
南
ま
で
の
空
自
に
近
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い
部
分
が
飴
-
に
も
大
き
す
ぎ
る
と
思
う
｡
も
し

『
詩
経
』
の
作
品

に
著
者
が
い
う
よ
う
な
表
現
教
巣
に
よ
る
判
断

(見
逸
る
家
族
の
な

か
に
子
供
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
'
む
し
ろ
厭
戦
詩
に
お
け
る
厭
戦
感

情
の
減
殺
と
い
う
結
果
を
生
み
か
ね
な
い
)
が
下
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
､
別
の
論
按
を
も
っ
て
､
そ
の
原
因
が
昔
時
に
お
け
る

｢緯
子

断
孫
｣

｢没
有
後
代
｣

へ
の
憤
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
論
記
さ
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
で
な
い
と

『詩
経
』
に
う
た
わ
れ
る
兵
士
は
､

子
供
も
い
な
い
若
者
達
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
か
ま
わ
な
い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
章
で
も
日
本
の
詩
歌
と
の
比
較
が
な
さ
れ
る
O
日
本
の
防
人

歌
に
は
子
供
と
の
別
離
が
う
た
わ
れ
る
も
の
が
教
首
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
､

〝和
歌
を
作
-
､
蔑
み
ー
停
え
る
上
代
日
本
人
の
感
覚
や
思

考
に
と
っ
て
､
若
い
父
と
子
供
と
の
生
き
な
が
ら
の
別
れ
が
-

質

的
な
面
で
は
妻
や
父
母
と
の
別
れ
同
様
-

人
生
に
お
け
る
最
大
の

悲
し
み
の
一
つ
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
″

(

一
四
〇
頁
)
杏

意
味
す
る
と
し
､

〝
そ
こ
に
は
､
人
間
の
不
幸
と
い

う
も
の
に
封
す

る
民
族
的
な
感
覚
や
思
考
､
と
-
に
そ
の
差
異
の
部
分
が
､
徴
兵
や

出
征
と
い
う

1
種
の
極
限
情
況
を
前
に
し
て
､
き
わ
め
て
明
瞭
に
表

書

評

わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
〃

(

一
四
〇
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
か
ら
い
-
と
､
中
国
の
俸
銃
的
な

感
覚
や
思
考
で
は
､
父
と
子

の
別
れ
は
､
両
親
や
妻
と
の
別
れ
ほ
ど
悲
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
｡
も
う
少
し
こ
の
あ

た
-
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
な
い
と
､
評
者
に
は
納
得
が
い
か

な
い
｡
民
族
の
感
覚
や
思
考
に
言
及
す
る
場
合
､
単
に
､
詩
に
そ
れ

が
直
接
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
だ
け
で
は
な
-
､
別
の
側
面

か
ら
の
論
及
が
欲
し
い
よ
う
に
思
う
｡
著
者
の
論
評
は
堅
宜
で
あ
り
､

敬
服
す
る
面
が
多
い
が
､
こ
の
章
に
つ
い
て
は
､
や
や
論
の
展
開
に

急
で
あ
-
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

以
上
､
十
分
な
紹
介
も
で
き
ず
､
甚
だ
心
苦
し
い
が
､
詩
語
の
側

面
か
ら
の
唐
詩
読
解

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
､
今
後
よ
-

一
層
の
成
果

を
あ
げ
ら
れ
ん
こ
と
を
所
り
つ
つ
筆
を
お
き
た
い
｡

(京
都
大
学

山
本
敏
雄
)
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