
劉
槙
贈
答
詩
論

象

山

朗

高
知

大
牢

一

は

じ

め

に

建
安
贈
答
詩
の
主
要
な
作
者
と
し
て
は
､
曹
植

･
王
粂

･
劉
櫨
の

三
人
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
う
ち
の
曹
植
と
玉
条

①

に
つ
い
て
は
､
わ
た
-
L
は
先
に
い
ち
お
う
の
検
討
を
終
え
た

｡

本

稿
は
､
残
る

1
人
で
あ
る
劉
櫨
の
謄
答
詩
に
つ
い
て
､
そ
の
詩
歌
史

上
の
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
は
じ
め
に
劉

櫨
が
三
人
の
中
で
は
き
わ
だ
っ
て
特
異
な
詩
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て

一
言
し
､
本
稿
で
論
ず
べ
き
問
題
鮎
が
ど
こ
に
あ
る
の
か

を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
｡

周
知
の
ご
と
-
'
古
来
､
詩
人
劉
槙
に
封
す
る
評
債
に
は
は
な
は

だ
高
い
も
の
が
あ
-
､
曹
梅
に
つ
ぐ
存
在
と
し
て
'
し
ば
し
ば
王
条

劉
禎
謄
答
詩
論

(亀
山
)

ti)

と
併
解
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
こ
と
は
､
侍
存
す
る
劉
槙
の
詩
歌
作
品

の
少
な
さ

(教
え
方
に
も
よ
る
が
'
ほ
ぼ
完
全
な
要
を
と
ど
め
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
の
は
'
わ
ず
か
十
簾
に
す
ぎ
な
い
)
か
ら
す
る
と
､
む
し
ろ
意

外
な
感
す
ら
覚
え
る
の
だ
が
'
そ
う
し
た
許
債
を
か
ち
得
た
大
き
な

理
由
と
し
て
､
そ
の
作
風
の
特
異
さ
が
指
摘
で
き
る
と
思
う
｡
特
異

さ
と
い
え
ば
､
謝
室
蓮
は

｢擬
貌
太
子
郵
中
条
詩
八
首
｣
に
お
い
て

劉
櫨
を

｢偏
人
｣
と
許
し
､
劉
蔀
も
ま
た
､

｢公
幹
は
気
編
た
り
｣

(『文
心
離
龍
』
｢腔
性
篇
｣
)

と
許
し
た
が
､

こ
の

｢偏
｣
と
い
う
評
言

は
､
そ
の
詩
歌
作
品
に
督
て
朕
め
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ

う
か
｡

た
と
え
ば
ま
ず
'
五
言
詩

へ
の
偏
-
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
現
存

す
る
劉
櫨
の
詩
歌
作
品
は
､
四
言
の
断
句
が
二
例
計
三
句
残

っ
て
い

る
以
外
は
､
す
べ
て
室
山uI詩
で
あ
る
｡
『文
心
離
龍
』
｢
明
詩
篇
｣
で

は
､
四
言
と
五
言
の
双
方
に
秀
で
て
い
る
の
は
曹
植
と
王
条
で
あ
る

と
し
た
-
え
で
､
｢偏
-
て
美
き
は
則
ち
太
仲

･
公
幹
｣
と
い
う
｡

だ
が
'
そ
れ
以
上
に
重
要
な
偏
-
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
胆
答

詩

へ
の
偏
-
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
詩
題
に
贈
答
詩
と
明
示
す
る
も

の
と
し
て
は
､
｢牌
五
官
中
郎
賂
四
百
｣
｢滑
徐
幹
｣
｢滑
徒
弟
三
首
｣
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(こ
れ
は
三
首
で
T
篇
の
作
品
と
み
な
す
べ
き
だ
)
の
六
篇
が
あ
-
､
断
片

と
し
て
停
わ
る
例
を
除
け
ば
そ
れ
で
す
べ
て
な
の
だ
が
(後
に
述
べ
る

よ
う
に
｢雄
詩
｣
も
滑
答
詩
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
)､
他
の
主
要
な
建

安
詩
人
の
場
合
に
比
し
て
､
詩
歌
作
品
全
腹
の
中
で
滑
答
詩
が
占
め

る
比
率
が
格
段
に
高
い
こ
と
は
､
特
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

そ
の
鮎
に
､
曹
権
と
の
違
い
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
な
る
ほ

ど
曹
梅
の
五
言
詩
に
お
い
て
も
ー
滑
答
詩
が
き
わ
め
て
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
｡
し
か
し
'
滑
答
詩
に
偏

っ
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
o
曹
根
の
場
合
､
そ
の
才
能
は
､
滑
答
詩
以
外

の
分
野
で
も
多
彩
に
花
開
い
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
劉
櫨
の
五
言

詩
の
世
界
は
､
僅
封
数
が
少
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
も
の
の
､

い
か
に
も
狭
-
､
し
か
も
そ
の
主
要
な
部
分
が
､
滑
答
詩
に
よ
っ
て

ほ
と
ん
ど
代
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
.
劉
楯
に
と

っ
て
滑
答
詩
が
､
特

別
に
大
き
な
意
義
を
も

っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
ま
ず
疑

い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
れ
ば
か
-
で
は
な
い
｡
劉
楯
の
滑
答
詩
自
腹
に
ま
た
､
あ
る
偏

-
が
認
め
ら
れ
る
｡
先
取
-
し
て
い
っ
て
し
ま
え
ば
､
劉
横
の
作
品

は
､
潜
時
の
贈
答
詩
の
平
均
的
な
在
-
方
か
ら
最
も
摘
た
っ
た
と
こ

ろ
に
ま
で
行
き
着
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢菊
｣
の
詩
人
劉

櫨
の
本
領
は
'
贈
答
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
こ
そ
､
最
も
よ
-
孝

揮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､

劉
櫨
は
詩
歌
史
の
大
き
な
流
れ
を
推
し
進
め
る
う
え
で
､

一
定
の
役

割
を
果
た
し
え
た
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

こ
う
し
た
見
通
し
に
大
き
な
あ
や
ま
-
が
な
い
と
す
れ
ば
､
わ
れ

わ
れ
が
取
-
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
要
す
る
に
､
劉
櫨
の

滑
答
詩
が
ど
の
よ
-
な
鮎
で
特
異
で
あ
る
の
か
を
い
か
に
正
確
に
理

解
す
る
か
に
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ
-
｡
以
下
､
そ
の
間
題
を
中
心
に
､

寛
際
の
作
品
に
即
し
て
考
察
を
進
め
よ
-
｡

二

｢滑
徒
弟
三
首
｣
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に
取
-
あ
げ
る
の
は
､
劉
櫨
の
代
表
作
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
の
多
い

｢滑
徒
弟
三
首
｣
で
あ
る
｡
ま
ず
全
篇
を
掲
げ
る
｡

2

(英

一
)

汎
汎
東
流
水

横
磯
水
中
石

森
藻
生
其
涯

か

わ

汎
汎
た
-
東
流
せ
る

水

燐
硫
た
-
水
中
の
石

き
し

蕗
藻

其
の
涯
に
生
う



草
葉
何
擾
溺

采
之
薦
宗
廟

可
以
蓋
嘉
客

豊
無
園
中
葵

菰
之
出
深
津

へ其
二
)

亭
亭
山
上
松

宏
宏
谷
中
風

風
琴

一
何
盛

松
枝

一
何
致

泳
霜
正
惨
倭

終
歳
常
端
正

豊
不
羅
凍
寒

松
柏
有
本
性

(其
三
)

鳳
風
集
南
汝

俳
掴
孤
竹
根

於
心
有
不
厭

華
菓

何
ぞ
擾
溺
た
る

之
を
采
-
て
宗
廟

に
薦
め

す
す

以
て
嘉
客
に
蓋
む
可
し

豊
に
園
中
の
葵
無
か
ら
ん

よ
rt

之
の
深
滞
よ
-
出
づ
る
を

菰
す

亭
亭
た
-
山
上
の
松

悪
意
た
-
谷
中
の
風

風
琴

一
に
何
ぞ
盛
ん
な
る

松
枝

一
に
何
ぞ
動
き

泳
霜
正
に
惨
懐
た
る
も

歳
を
終
え
て
常

に
端
正
な
-

あ

豊
に
凝
寒
に
曜
わ
ざ
ら
ん
や

たも

松
柏

本
性
を
有
て
-

お

鳳
風

南
東
に
集
-
て

孤
竹
の
板
に
俳
御
す

心
に
厭
か
ざ
る
こ
と
有
-
て

奮
麹
凌
紫
筑

豊
不
常
勤
苦

蓋
輿
黄
雀
蚕

何
時
普
茶
儀

渚
須
聖
明
君

超
を
奮
い
て
紫
気
を
凌
え
ん
と
す

豊
に
常
に
勤
苦
せ
ざ
ら
ん
や

黄
雀
と
璽
る
る
を
差
ず

何
れ
の
時
に
か
昔
に
来
儀
す
べ
き

渚
に
聖
明
の
君
を
須
た
ん

こ
の
詩
の
大
き
な
特
徴
が
､

｢
比
鰹
を
通
用
｣
す
る
寓
意
的
な
作

③

品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い

｡

と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
例
は
､
他
の
建
安
滑
答
詩
に
は
見
普
た
ら
ず
､

そ
の
鮎
に
ま
ず
､
こ
の
詩
の
特
異
性
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
た
､

一
首

が
八
句
に
よ
っ
て
緊
密
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
､
昔
時

の
詩
歌
作
品
全
鰻
を
見
渡
し
て
､
ま
だ
そ
れ
ほ
ど

一
般
的
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
-
え
に
､
そ
れ
が
三
首
連
ね
ら
れ
て
い
る
と
い

う
の
は
､
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
形
態
上
の
特
徴
を

｢勝
徒
弟
三
首
｣
が
備
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
ひ
と
つ
の
課
題
に
な
る
だ
ろ
-
が
､

議
論
の
都
合
上
､
ま
ず
最
初
に
､
こ
の
詩
が
徒
来
ど
の
よ
う
に
読
ま

れ
て
き
た
の
か
'
讃
ま
れ
方
の
ポ
イ
ン
ト
は
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
振

-
返

っ
て
お
き
た
い
｡

3

劉
横
腹
答
詩
論

(亀
山
)
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そ
の
際
､

ど
う
し
て
も
見
過
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
､
こ
の
作

品
の
解
樺
を
方
向
づ
け
る
う
え
で
､
｢滑
徒
弟
｣
と
い
う
詩
題
が
い

か
に
大
き
な
は
た
ら
き
を
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
す
な

わ
ち
､
こ
の
詩
の
解
樺
を
支
え
て
き
た
最
も
基
本
的
な
枠
組
み
を
い

-
な
ら
､
徒
弟
を
受
け
手
と
す
る
と
こ
ろ
の
贈
答
詩
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
が
､
そ
う
し
た
枠
組
み
を
提
供
す
る
の
は
､
賓
は
､

詩
題
以
外
に
は
な
い
｡
徒
弟
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
何
ひ
と
つ
分
か

っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
､
し
か
し
と
も
か
-
詩
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
､

人
々
は
､
詩
に
-
た
わ
れ
る

｢東
藻
｣
｢松
｣
｢鳳
風
｣
を
､
従
弟
と

何
ら
か
の
か
た
ち
で
結
び
付
け
て
み
る
と
い
う
方
向
で
､
解
樺
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
､
た
と
え
ば
､
徒
弟
は
い
ま
だ
無
名
で
あ
る
こ
と
､
し

か
し
､
ど
こ
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
-
な
い
高
潔
な
人
物
で
あ
る
こ

と
､
ど
の
よ
-
な
逆
境
に
在

っ
て
も
襲
わ
ら
な
い
節
操
を
保
持
し
て

い
る
こ
と
､
い
ま
は
不
遇
だ
が
将
来
必
ず
や
世
に
出
る
機
合
に
巡
-

合
え
る
で
あ
ろ
-
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
-
-
等
々
の
こ
と
が
推
測
可

能
と
な
-
､
そ
の
結
果
､
こ
の
詩
は
､
徒
弟
の
置
か
れ
て
い
る
現
賓

の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
､
徒
弟
の
す
ぐ
れ
た
人
格
を
た
た
え
勤
ま
し
､

か
つ
渚
乗

へ
の
期
待
を
述
べ
て
､
そ
の
現
在
の
不
遇
を
慰
め
よ
う
と

し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う

一
つ
の
結
論
に
到
達
し
う
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
､
そ
う
し
た
方
向
で
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

先
人
の
解
碍
例
を
､
二
三
挙
げ
て
み
よ
う
｡

何
燈

『
義
門
讃
書
記
』
(文
選
頼
二
一)
･･
｢首
章
は
其
の
潔
を
致
す

と
き

な
-
､
次
章
は
其
の
節
を
腐
ま
す
な
-
､
三
章
は
其
の
幾
を
揮
ぶ

な
-
｡
｣

陳
詐
明

『
采
義
堂
古
詩
選
』
(巻
七
)
‥
(
英

一
)
｢此
の
首
､
其

の
潔
清
を
言
う
｣
､
(
其
二
)
｢此
の
首
､

其
の
正
直
を
言
う
｣
､

(
其
三
)
｢此
の
首
､
其
の
高
遠
を
言
う
｣
｡

張
玉
穀

『
古
詩
賞
析
』
(巻
九
)
‥
｢首
章
は
薮
藻
を
以
て
比
し
､

清
修
の
必
ず
用
い
ら
る
る
を
慰
む
る
な
-
｡｣
｢次
章
は
松
柏
を
以

はげ

て
比
し
､
勤
酌
の
常
に
特
立
す
べ
き
を
勉

ま

す
な
-
｡｣
｢末
寺
は

鳳
風
を
以
て
比
し
､
盛
徳
の
宜
し
-
養
晦
す
べ
き
を
戒
む
る
な

-
｡｣

な
お
､

こ
う
し
た
解
樺
が
､

｢滑
徒
弟
三
首
｣
は
三
首
全
鰻
で

l

つ
の
作
品
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
基
本
的
な
捉
え
方
の
う
え

に
成
立
し
て
い
る
と
い
-
rJ
と
も
､
fj
,J
で
念
の
た
め
に
確
認
し
て



お
き
た
い
｡
と
な
れ
ば
､
劉
櫨
は
三
首
に
よ
っ
て
何
か
特
別
な
構
成

を
意
画
し
た
の
か
､
い
ま

一
歩
踏
み
込
ん
で
み
た
い
気
に
な
る
｡
し

か
し
､
詩
を
潜
る
こ
と
に
な

っ
た
背
景
は
お
ろ
か
､
徒
弟
に
関
す
る

情
報
す
ら
皆
無
で
あ

っ
て
み
れ
ば
､
明
確
な
意
圏
を
読
み
取
る
の
は

結
局
無
理
な
よ
う
で
あ
る
｡
こ
こ
に
挙
げ
た
三
人
の
評
者
に
も
､
そ

れ
を
何
と
か
読
み
解
こ
う
と
す
る
意
欲
は
窺
え
る
が
､
こ
れ
と
い
う

答
え
を
見

つ
け
だ
す
に
は
到

っ
て
い
な
い
｡
だ
が
'
そ
れ
に
し
て
も
､

三
首
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
讃
む
読
み
方
の
ほ
う
が
､
こ
の
作
品

に
､
徒
弟
な
る
人
物
を
受
け
手
と
す
る
謄
答
詩
と
し
て
の
､
よ
-
大

き
な
機
能
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
O

｢滑
徒
弟
三
首
｣
は
'
従
来
､
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
に
讃
ま
れ

て
き
た
｡
そ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
､
か
な
-
面
白
い
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡

な
ぜ
な
ら
､

｢謄
徒
弟
三
首
｣
は
形
態
的
に
は
な
は
だ

特
異
な
作
品
で
あ
る
が
､
そ
の
読
み
方
自
腹
は
､
他
の
建
安
胆
答
詩

の
場
合
と
特
に
大
き
-
奨
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
｡

だ
が
'
そ
う
し
た
讃
み
方
が

｢潜
徒
弟
三
首
｣
に
と

っ
て
唯

1
紹

劉
椙
筋
答
詩
論

(亀
山
)

封
で
あ
る
か
と
い
う
と
'
決
し
て
そ
-
で
は
あ
る
ま
い
｡
繰
-
返
し

に
な
る
が
､
そ
う
し
た
謹
み
方
は
､
あ
-
ま
で
も
詩
題
に
全
面
的
に

依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な

っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
｡
し
か
し

こ
の
詩
を
鑑
賞
す
る
う
え
で
､
詩
題
は
ほ
ん
と
う
に
必
要
不
可
敏
な

の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
こ
で
次
に
'
時
代
は
少
し
遡
る
が
'
｢勝
徒
弟
三
首
｣
と
同
じ
よ

う
に
比
鮭
を
通
用
し
た
寓
意
的
な
贈
答
詩
で
あ
る
､
朱
穆
(
1

00-

一
六
三
)
の

｢興
劉
伯
宗
絶
交
詩
｣
と
の
比
較
に
よ
っ
て
､
｢滑
徒
弟

三
首
｣
の
寓
意
詩
と
し
て
の
特
徴
を
探
-
､
あ
わ
せ
て
滑
答
詩
に
寓

意
の
手
法
を
用
い
る
と
い
う
の
が
ど
う
い
-
こ
と
な
の
か
､
考
え
て

み
た
い
｡
｢興
劉
伯
宗
絶
交
詩
｣
は
次
の
よ
う
に
-
た
わ
れ
て
い
る
｡

北
山
有
鴫

不
潔
其
巽

飛
不
正
向

寝
不
定
息

磯
則
木
携

飽
則
泥
伏

聾
整
貴
汚

北
山
に
鵠
有
-

其
の
巽
を
潔
-
せ
ず

飛
ぶ
に
正
向
せ
ず

寝
ぬ
る
に
定
息
せ
ず

磯
う
れ
ば
則
ち
木
に
摸
-

飽
-
れ
ば
則
ち
泥
に
伏
す

誓
翼
の
貴
汚
た
る
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第
四
十
七
筋

臭
腐
是
食

墳
腸
満
療

堵
欲
無
極

長
嶋
呼
鳳

謂
鳳
無
徳

鳳
之
所
趨

典
子
異
域

永
徒
此
訣

各
自
努
力

臭
席
を
是
れ
食
す

腸
を
墳
た
し
境
を
満
た
し

噂
欲
極
ま
る
こ
と
無
し

長
嶋
し
て
鳳
を
呼
び

鳳
を
徳
無
し
と
謂
う

鳳
の
趨
-
節

子
と
域
を
異
に
す

永
え
に
此
れ
徒
-
訣
れ

各
お
の
自
ら
努
力
せ
ん

こ
の
詩
は

『後
漢
書
』
奄
四
十
三
李
賢
注
に
引
か
れ
て
お
-
､
そ

こ
に
は
ま
た
､
詩
と
と
も
に
劉
伯
宗
に
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
書

簡
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
朱
稜
は
か
つ
て
劉
伯
宗

に
恩
義
を
か
け
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
に
､
劉
伯
宗
の
方
が
身
分
が
高

-
な
っ
た
い
ま
で
は
､
劉
伯
宗
は
朱
榛
に
封
し
て
尊
大
な
態
度
を
と

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
､
朱
櫨
は
腹
に
す
え
か
ね
､
絶
交
を
申
し
渡

す
に
至
っ
た
と
い
-
0

そ
う
し
た
書
簡
の
具
鮭
的
な
記
述
と
は
封
照
的
に
､
詩
に
お
い
て

朱
稜
は
､
雷
鳥
で
あ
る

｢鴎
｣
の
あ
さ
ま
し
い
姿
を
描
寓
し
た
う
え

で
､
そ
う
し
た

｢鵠
｣
が
､
徳
高
き

｢鳳
｣
に
ち
ょ
っ
か
い
を
だ
し

て
き
た
の
に
対
し
､
｢
鳳
｣
が
き
っ
は
-
と
訣
別
の
言
葉
を
な
げ
つ

け
る
と
い
-
場
面
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
詩
と

｢滑
徒
弟
三
首
｣
と
を
-
ら
べ
て
み
る
と
､
人

間
の
事
象
か
ら
任
意
に

一
部
分
だ
け
を
切
-
出
し
､
そ
れ
を
動
植
物

の
世
界
に
託
し
て

一
般
化
し
た
か
た
ち
で
表
現
す
る
寓
意

の
手
法

(そ
れ
は
一
種
の
誇
張
法
と
理
解
で
き
る
)
を
基
本
と
し
て
出
来
上
が
っ

て
い
る
と
い
-
鮎
で
､
両
者
が
共
通
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
､

し
か
し
､
寓
意
表
現
の
内
賓
に
相
曹
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
'

容
易
に
看
取
さ
れ
る
と
思
-
0

ま
ず

｢輿
劉
伯
宗
紹
交
詩
｣
の
方
か
ら
い
-
と
'
｢鵠
｣
が
劉
伯

宗
と
い
う
特
定
の
相
手
を
寓
し
て
い
る
こ
と
は
意
圏
的
に
露
呈
さ
れ

て
お
-
､
ま
さ
に
そ
の
鮎
に
､
こ
の
詩
の
存
立
が
か
け
ら
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
､
詩
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
'

｢鴎
｣
が
劉
伯
宗
を
寓
し
て
い
る
と
わ
か
る
わ
け
だ
が
､
よ
し
ん
ば

詩
題
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
特
定
の
相
手
を
罵
倒
す
る
と
い
-
､

は
な
は
だ
現
寅
的
な
目
的
に
添
う
よ
う
に
､
鳥
(鶴
)
と
特
定
の
個
人

(劉
伯
宗
)
と
が
ぴ

っ
た
-
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
明
白

6



に
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
0
あ
る
人
物
を
歓
喜
化
す
る
た
め
に
｢賂
｣

が
選
ば
れ
た
わ
け
で
､
作
品
世
界
で
は
､
そ
の
人
の
額
を
し
た

｢鵡
｣
､

な
い
し
は

｢鵠
｣
に
襲
身
さ
せ
ら
れ
た
そ
の
人
が
､
誰
の
目
か
ら
も

そ
の
人
と
わ
か
る
姿
で
動
き
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢典
劉
伯
宗
絶
交
詩
｣
に
お
い
て
は
､
事
柄
を

一
般
化
す
る
寓
意

の
手
法
を
用
い
て
い
る
と
は
い
え
､
作
品
と
特
定
の
個
人
と
の
結
び

付
き
は
緒
射
的
で
あ
る
｡
｢鵡
｣
に
寓
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
人
以

外
の
誰
か
と
取
ら
れ
た
の
で
は
困
る
の
だ
｡
贈
答
詩
は

一
般
に
､
強

い
封
入
意
識
､
す
な
わ
ち
作
品
は
そ
れ
を
受
け
取
る
相
手
と
の
固
有

の
結
び
付
き
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
-
意
識
の
も
と

に
作
ら
れ
て
い
る
が
､

｢興
劉
伯
宗
絶
交
詩
｣
も
､
封
入
意
識
の
強

さ
と
い
う
鮎
で
は
少
し
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
｡

寓
意
表
現
は
､
個
を
普
遍
的
な
座
標
上
に
移
し
て
議
論
す
る
も
の

と
も
い
え
よ
う
が
､
｢興
劉
伯
宗
紹
交
詩
｣
に
お
い
て
は
'
そ
れ
は
あ

-
ま
で
も
個

(劉
伯
宗
)
の
特
殊
性

(悪
し
き
一
面
)
を
誇
張
す
る
た
め

の
手
績
き
と
し
て
作
者
の
意
園
に
奉
仕
し
て
い
る
の
だ
O
滑
答
詩
に

お
け
る
寓
意
表
現
の
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
在
-
方
が
､
こ
こ
に
は
示

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
｡
そ
れ
に
対
し
'
｢牌
徒
弟
三
首
｣
に
お
い
て

劉
禎
滑
答
詩
論
(亀
山
)

は
､
個
(徒
弟
)
は
普
遍
的
な
座
標
軸
の
な
か
に
埋
没
し
た
ま
ま
､
な

か
な
か
立
ち
現
わ
れ
て
こ
な
い
の
だ
｡
｢興
劉
伯
宗
絶
交
詩
｣
と
-
ら

ぺ
る
と
き
､
｢胆
徒
弟
三
首
｣
に
示
さ
れ
る
対
人
意
識
は
か
な
-
希

薄
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
.
そ
の
こ
と
は

｢滑
徒
弟
三
首
｣

の
寓
意
表
現
の
基
本
的
な
特
徴
だ
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
､
建
安
七
子
の
一
人
で
あ
る
鷹
揚
の
､
寓
意

的
表
現
を
用
い
た
部
分
を
多
-
も
つ
作
品

｢侍
五
官
中
郎
渚
建
章
重

集
詩
｣
(『文
選
』
巻
二
十
)
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
､
確
か
め
て
み

た
い
O
(鷹
揚
の
こ
の
作
品
は
公
諌
詩
に
分
塀
さ
れ
る
｡
先
逃
し
た
ご
と
-
'

建
安
滑
答
詩
中
に
は
'
比
鰻
を
通
用
す
る
寓
意
的
な
作
品
は
見
普
た
ら
な
い
｡

し
か
し
公
語
詩
は
虞
義
の
滑
答
詩
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
､
比
較
の
封
象
と

し
て
取
-
あ
げ
る
o)

朝
雁
鳴
雲
中

音
響

1
何
京

間
子
遊
何
郷

戟
巽
正
排
綱

吉
我
寒
門
衆

朝
雁

雲
中
に
鳴
-

音
響

一
に
何
ぞ
哀
し
き

問
う

子

何
れ
の
郷
に
遊
び

巽
を
戟
め
て
正
に
俳
御
す
と

言

-

我

寒
門
よ
-
来
た
-
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渚
就
衡
陽
棲

往
春
和
北
土

今
冬
客
南
准

連
行
蒙
霜
雪

毛
羽
日
推
須

常
恐
傷
肌
骨

身
限
沈
黄
泥

簡
珠
堕
沙
石

何
能
中
白
話

欲
困
雲
雨
昏

濯
巽
凌
高
梯

良
遇
不
可
伯

仲
眉
路
何
階

公
子
敬
愛
客

栗
飲
不
知
疲

和
顔
既
以
暢

乃
肯
顧
細
微

滑
詩
見
存
慰

第
四
十
七
射

渚
に
衡
陽
に
就
き
て
棲
ま
ん
と
す

往
春
は
北
土
を
和
け

今
冬
は
南
港
に
客
た
-

速
-
行
き
て
霜
雪
を
蒙
-

毛
羽

日
に
推
頚
た
-

常
に
恐
る

肌
骨
を
傷
-

身

闘
ち
て

黄
泥
に
沈
ま
ん
こ
と
を

簡
珠

沙
石
に
堕

つ

何
ぞ
能
-
中
に
自
ら
詣
わ
ん

雲
雨
の
合
に
困
-

巽
を
濯
ぎ

て
高

棟
を
凌
が

ん
と
欲
す

め
ぐり

良
き
過

値
う
可
か
ら
ずいず

く

よ

眉
を
伸
ぶ
る
に

路

何

にか階
ら
ん

公
子

客
を
敬
愛
し

栗
飲
し
て
疲
る
る
を
知
ら
ず

和
朝

飯
に
以
て
暢
び

乃
ち
肯
て
細
微
を
顧
み
る

詩
を
滑
-
て
存
慰
せ
ら
る
る
も

中
子
非
所
宜

馬
且
極
敵
情

不
酔
其
無
蹄

凡
百
敬
爾
位

以
副
飢
喝
懐

中
子
の
宜
し
き
所
に
非
ず

馬
に
且
-
敵
情
を
極
め

酔
わ
ず
ん
ば
其
れ
節
る
こ

と
無
け
ん

そ

凡
百

爾

の
位
を
敬
み

以
て
飢
喝
の
懐
に
副
わ
ん

詩

の
後
牛
に

｢滑
詩
見
存
慰
､
中
子
非
所
宜
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
､
こ
の
詩
が
'
曹
黍
か
ら
詩
に
よ
っ
て
何
か
言
葉
を
か
け
ら
れ
た

の
に
対
し
て
'
そ
の
答
え
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推

測
で
き
る
が
､
内
容
も
ま
さ
に
､
そ
れ
に
相
鷹
し
い
も
の
に
な

っ
て

い
る
.
す
な
わ
ち
､
こ
こ
で
鷹
揚
は
'
曹
茶
の
主
催
す
る
宴
席
に
連

な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
自
ら
の
来
し
方
を
､
安
住

の
地
を
求
め
て
各
地
を
あ
て
ど
な
-
綬
め
ぐ

っ
て
き
た
と
い
-
｢雁
｣

の
科
白
に
託
し
て
-
た
っ
た
-
え
で
､

い
ま
こ
の
場
に
居
れ
る
幸
せ

を
感
謝
し
､
居
遊
ぶ
葦
臣
と
と
も
に
骨
壷
の
期
待
に
そ
わ
ん
と
す
る

決
意
を
表
明
し
て
い
る
｡

こ
の
詩
が
暦
錫
か
ら
曹
茶
に
向
か

っ
て
投
げ
返
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
O

つ
ま
-
､
宴
集
の
場
に
お
い
て
は
､
あ
た

か
も
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
､
詩
に
よ
る
対
話
が
繰
-
贋
げ
ら

β



れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
､
そ
の
な
か
で
寓
意
表
現
は
､
対
話
に
興
趣

を
添
え
､
場
の
雰
囲
気
を
盛
-
上
げ
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
O
管
玉

(お
よ
び
宴
に
連
な
る
人
々
)
は
､
｢雁
｣
が
鷹
揚
の

顔
つ
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
す
ぐ
に
気
付
い
た
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の

よ
う
な
抵
抗
と
も
い
え
な
い
ほ
ど
の
抵
抗
を
へ
て
､
投
げ
返
さ
れ
た

言
葉
は
快
-
相
手
に
受
け
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

｢侍
五
官
中
郎
婿
建
章
董
集
詩
｣
か
ら
は
'
詩
に
よ
る
賑
や
か
な

対
話
の
場
面
が
想
像
で
き
る
｡
常
事
著
聞
の
関
係
性
に
賛
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
言
葉
と
し
て
謹
ま
れ
る
こ
と
を
､
作
品
自
腹
が

要
求
し
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
は

｢輿
劉
伯
宗
碓
交
詩
｣
に
お
い
て
も
､

基
本
的
に
同
様
で
あ
ろ
う
｡

だ

が
､

｢勝
徒
弟
三
首
｣
の
場
合
は
､

そ
う
し
た
方
向
か
ら
理
解

す
る
の
が
困
難
な
の
だ
｡
つ
ま
-
そ
こ
か
ら
､
何
ら
か
の
個
別
的
な

状
況
の
も
と
で
の
劉
櫨
と
徒
弟
と
の
対
話
の
場
面
を
読
み
取
ろ
う
と

し
て
も
､
い
ま
ひ
と
つ
う
ま
-
い
か
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
も
結
局

は
'

｢滑
徒
弟
三
首
｣
の
言
葉
に
は
､
対
人
意
識
が
希
薄
で
あ
る
か

ら
に
は
か
な
る
ま
い
｡

い
や
､
も
う
す
こ
し
正
確
に
い
-
な
ら
､
け
が
れ
の
な
い
土
地
に

劉
禎
滑
答
詩
論

(亀
山
)

人
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
-
生
い
育
っ
た

｢顔
藻
｣
を
費
え
る

(英

一
)

と
'
卑
小
な
黄
雀
と
群
れ
る
の
を
嫌

っ
て
孤
高
を
保
ち
つ
つ
自
ら
の

時
を
待
つ

｢鳳
風
｣
を
う
た
っ
て
い
る

(其
三
)
に
つ
い
て
は
'
徒

弟
の
個
別
的
な
状
況
と
の
一
定
の
封
鷹
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
､
｢輿
劉
伯
宗
絶
交
詩
｣
や

｢侍
五
官
中

部
渚
建
章
童
集
詩
｣
の
場
合
と
同
じ
謹
み
方
で
も
､
あ
る
程
度
ま
で

は
封
虞
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
だ

が

､
(其
二
)
の
場
合
は
､

い
さ
さ

か
事
情
が
異
な
る
の
で
は
な
い

か
｡

と
い
う
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
'
最
近
の
詩
歌
選
集
が
劉
槙
の
作
品
を

掲
載
す
る
場
合
'
ほ
と
ん
ど
例
外
な
-
こ
の

｢滑
徒
弟
三
首
｣
を
選

ん
で
い
る
の
だ
が
､
そ
の
際
'
三
首
全
部
を
載
せ
ず
に

(英
二
)
だ

け
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
多
-
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
貴
に
注
目
し
た

い
｡
い
う
ま
で
も
な
-
そ
れ
は
､
三
首
の
中
で
は

(英
二
)
が
傑
出

す
る
と
い
う
評
債
の
確
立
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
が
､
加
え
て
そ

こ
で
は
､
従
来
の
読
み
方
と
は
い
さ
さ
か
方
向
を
異
に
す
る
､
三
首

が
相
互
に
関
連
性
を
有
す
る
と
い
う
全
膿
の
構
成
に
は
捕
わ
れ
な
い
､

よ
-
自
由
な
読
み
方
が
蜜
践
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
う
し
た
期
待
の
も
と
に

(英
二
)
の
み
を
取
-
出
し
て
い
る
偏

9
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第
四
十
七
筋

者
達
が
'

そ
の
詩
を
ど
の
よ
-
に
理
解
し
て
い
る
の
か
､
眼
に
し
-

る
範
囲
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
､
滑
答
詩
で
あ
る
と
同
時
に
､
松
を

封
象
と
し
た
詠
物
詩
と
し
て
も
見
よ
う
と
す
る
態
度
が
次
第
に
有
力

に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
こ
れ
は
は
な
は
だ
興
味
深
い

④

こ
と
で
あ
る

｡

も
ち
ろ
ん
､
(
英
二
)
を
詠
物
詩
と
し
て
見
る
と
い
っ
て
も
､

そ

の
寓
意
性
ま
で
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｢松
｣
に
は
寓

意
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
｡

だ
か
ら
､

｢松
｣
に
徒
弟
の
姿
が
寓
さ

れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
､
少
し
も
妨
げ
ら
れ
な
い
｡
あ
る
い
は
､

｢松
｣
に
作
者
自
身
の
精
神
の
在
-
棟
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
取
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し

一
方
､
特
定
の
何
か
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
も
､
｢松
｣
の

イ
メ
ー
ジ
自
腹
は
い
っ
こ
う
に
薄
ま
-
は
し
な
い
と
い
う
の
も
ま
た
､

厳
然
た
る
奉
賀
な
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
と
す
れ
ば
､
(英
二
)
の

み
を
前
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
こ
に
創
造
さ
れ
た

｢松
｣
そ
の

も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
と
い
う
読
み
方
､
つ
ま
-

､

詠
物
詩
と
し
て
見
る
讃
み
方
が
で
て
-
る
の
は
､
む
し
ろ
自
然
な
成

-
行
き
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡

だ
が
､
そ
の
護
み
方
が
､
お
そ
ら
-
は
作
者
の
意
圏
を
超
え
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
い
ち
お
う
注
意
し
て
お
か
ね
は
な
る
ま

い
｡
作
者
の
意
識
と
し
て
は
や
は
-
､
前
に
述
べ
た
よ
う
に
､
｢滑

徒
弟
三
首
｣
は
連
作
詩
と
し
て
作
ら
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
､
比
鮭
を
通
用
す
る

一
首
八
句
の
詩
を
正
確
に
三
首
な
ら
べ

る
と
い
う
の
は
､
明
ら
か
に
意
固
的
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
ー
そ
れ

は
こ
の
作
品
の
様
式
性
を
い
っ
そ
う
高
め
て
お
-
､
｢典
劉
伯
宗
絶

交
詩
｣

｢侍
五
官
中
部
婿
建
章
董
集
詩
｣
に
は
な
い
大
き
な
特
徴
と

な
っ
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
'
個

(徒
弟
)
と
の
結
び
付
き
が

あ
る
程
度
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
､
す
で
に
述
べ
た
｡
だ
か
ら
､

か
-
に
劉
禎
自
身
に
質
せ
た
と
す
れ
ば
､
(
英
二
)
も
ま
た

(其

一
)

(
其
三
)
と
同
様
､
徒
弟
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
う
た
っ
た
の
だ

と
い
う
答
え
が
､
必
ず
や
返

っ
て
-
る
も
の
と
思
-
0

と
こ
ろ
が
し
か
し
､
そ
の
1
方
で
､
様
式
の
確
立
が
作
品
の
自
律

性
を
高
め
､
そ
れ
が
逆
に
個

(従
弟
)
に
付
き
過
ぎ
る
こ
と
を
妨
げ
る

作
用
､
つ
ま
-
､
個
と
の
間
に

一
定
の
距
離
を
保
持
さ
せ
る
作
用
を

果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
､

否
定
で
き
な
い
｡

｢滑
従
弟

三
首
｣
に
お
け
る
横
式
の
確
立
は
､
相
反
す
る
南
棟
の
教
具
を
も
た

10



ら
し
て
い
る
わ
け
だ
｡

だ
か
ら
､

作
者
の
意
圏
に
忠
寛
に
､
三

首

を
連
作
と
し
て
読
む
か
ぎ
-
は
､
(
其
二
)
の
詠
物
詩
的
性
格
は
背

後
に
隠
れ
た
ま
ま
で
､
表
面
に
出
て
-
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
あ

る
｡一

万
､
八其

一
)
(其
三
)
の
場
合
は
と
い
う
と
､
も
し
も
連
作
構

成
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
讃
む
と
し
て
も
'
そ
こ
で
の

｢頚
藻
｣
や

｢鳳

風
｣
は
､

(
英
二
)
の

｢松
｣
に
-
ら
べ
る
と
観
念
性
が
強
-
､
イ

メ

ー
ジ
の
ま
ま
に
享
受
さ
れ
る
よ
-
は
む
し
ろ
何
か
に
琴
冗
ざ
れ
る

こ
と
を
､
よ
-
演
-
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
意
味

で
､
(
英
二
)
と

(其

1
)
(其
三
)
の
間
に
完
全
な
整
合
性
が
保
た

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
(し
た
が
っ
て
｢胎
徒
弟
三
首
｣
が
連
作
詩

と
し
て
の
完
成
の
域
に
連
し
て
い
る
と
は
み
な
し
が
た
い
｡)

へ
英
二
)
の
寓
意
表
現
は
､
特
定
の
個
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
拒

む
ほ
ど
に
純
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
-
｡
そ
れ
は

｢古
詩
十
九

首
｣
風
の
平
易
で
素
朴
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
い
い
換

え
れ
ば
､
個
と
の
繋
が
-
を
匂
わ
せ
る
よ
-
な
表
現
を
排
除
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
資
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡
加
え
て
､
先
述
し
た
よ
う
に
､

緊
密
な
封
句
が
多
用
さ
れ
て
お
-
､
そ
れ
に
よ
っ
て
三
首
の
な
か
で

劉
禎
謄
答
詩
論

(亀
山
)

ほ
も
っ
と
も
様
式
性
が
高
ま
-
､
か
-
し
て
作
品
の
自
律
性
が
､

(
英

一
)
(其
三
)
に
比
べ
て
格
段
に
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃

せ
な
い
｡
そ
の
結
果
､
作
品
そ
の
も
の
が
､
作
者
の
意
圏
を
超
え
て
､

松
を
措
い
た
詠
物
詩
と
し
て
の
謹
み
方
を
要
求
す
る
に
い
た
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
｡
わ
た
-
L
は
そ
の
こ
と
を
重
蔵
し
た
い
し
､
人

人
が
三
首
の
な
か
の
､
(英

一
)
で
も

(其
三
)
で
も
な
い

(其
二
)

に
引
き
つ
け
ら
れ
る
理
由
も
ま
た
､
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
在
る
に
違
い

な
い
と
考
え
て
い
る
O

つ
ま
る
と
こ
ろ
劉
槙
に
は
､
謄
-
手
と
受
け
手
と
の
関
係
性
に
賛

す
る
こ
と
を
第

l
義
と
す
る
と
い
う
滑
答
詩
の
基
本
的
な
在
-
方
に

は
必
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
な
い
で
､
腺
答
詩
を
よ
-
自
由
な
表
現
の
場

に
し
た
い
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
見
た
い
｡
そ
の
ひ
と
つ
の
成
果

と
し
て
､
滑
答
詩

一
般
に
適
用
し
う
る
よ
-
な
凄
み
方
で
は
味
わ
い

き
れ
な
い
､
特
異
な
作
品
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
う
し
た
牌
答
詩
制
作
に
封
す
る
滞
日
な
姿
勢
は
､
必
ず
や
詩
人

劉
櫨
の
本
質
に
深
-
根
ざ
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
だ
と
す
れ
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第
四
十
七
放

ば
督
然
そ
れ
は
､

｢滑
徒
弟
三
首
｣
の
よ
う
な
作
品
を
生
み
だ
す
だ

け
で
は
済
ま
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

三

｢謄
五
官
中
部
賂
四
首

･
英
二
｣
｢同

･
其
三
｣

お
よ
び

｢滑
徐
幹
｣
に
つ
い
て

1
般
に
滑
答
詩
と
い
-
も
の
は
'
制
作
と
享
受
に
か
か
わ
る
特
定

の
状
況
を
じ
か
に
反
映
す
る
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が

｢滑
徒
弟
三
首
｣
の
場
合
､
寛
際
の
滑
答
の
現
場
と
の
繋
が
-
は
､

全
-
と
い
っ
て
よ
い
は
ど
不
明
で
あ
っ
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ

れ
は
非
常
に
高
い
評
債
を
受
け
て
き
た
｡
前
章
で
は
､
そ
の
あ
た
-

の
問
題
に
焦
鮎
を
あ
て
て
､
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
｡

だ
が
､
｢謄
徒
弟
三
首
｣
へ
其
二
)
の
よ
う
な
､
自
律
性
に
お
い
て

ほ
と
ん
ど
完
壁
と
も
い
っ
て
よ
い
滑
答
詩
は
､
い
か
に
劉
積
で
あ

っ

て
も
'
そ
う
何
時
で
も
作
れ
る
代
物
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡
そ
も

そ
も

｢比
鮭
を
通
用
｣
す
る
滑
答
詩
が
､
朱
穆

｢輿
劉
伯
宗
紹
交
詩
｣

的
な
レ
ベ
ル
を
出
る
こ
と
自
腹
､
決
し
て
容
易
-
は
な
か
っ
た
は
ず

だ
｡

｢胎
徒
弟
三
首
｣
は
､
劉
櫨
に
と
っ
て
も
､
特
殊
な
作
品
で
あ
っ

た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
O

そ
し
て
寛
際
､

｢滑
徒
弟
三
首
｣
以
外

の
劉
櫨
の
滑
答
詩
を
見
て
み
る
と
､
若
干
判
断
に
苦
し
む
例
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
､
原
則
的
に
は
､
他
の
多
-
の
建
安
贈
答
詩
同
様
､

特
定
の
滑
答
の
現
場
と
結
び
付
け
て
読
む
の
が
相
鷹
し
い
作
品
ば
か

り
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
う
し
た
作
品
に
お
い
て
も
ま
た
､
他
の
建
安

胆
答
詩
に
は
な
い
､
劉
槙
な
ら
で
は
の
特
異
性
は
'
や
は
-
確
寛
に

見
て
取
れ
る
｡
顕
著
な
例
と
し
て
は
､

｢胆
五
官
中
郎
賂
四
首
｣
中

の

｢其
二
｣
と

｢其
三
｣
､
お
よ
び

｢滑
徐
幹
｣

を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
｡
本
章
で
は
､
そ
れ
ら
を
順
を
迫

っ
て
検
謹
す
る
こ
と
に
よ

-
､
劉
櫨
に
と
っ
て
贈
答
詩
が
､
い
か
な
る
意
義
を
捧
わ
ざ
れ
た
表

現
領
域
で
あ

っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
､

｢潜
徒
弟
三
首
｣
か
ら
窺

え
た
滑
答
詩
制
作
に
封
す
る
劉
根
の
猪
自
な
姿
勢
と
の
繋
が
-
を
考

え
て
み
た
い
｡

ま
ず

｢滑
五
官
中
部
賂
四
首

･
英
二
｣
(以
下
'
｢英
二
｣
と
略
栴
す

a
)
か
ら
見
よ
う
｡

余
嬰
沈
痛
疾

余

沈
痛
の
疾
に
嬰
-
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寛
身
酒
樽
漬

日
夏
渉
玄
冬

禰
暁
十
除
旬

常
恐
遊
岱
宗

不
復
見
故
人

所
親

一
何
篤

歩
祉
慰
我
身

清
談
同
日
夕

情
朽
叙
憂
勤

便
復
為
別
離

遊
革
帯
西
隣

素
菓
陸
風
起

庶
路
揚
挨
塵

逝
者
如
流
水

京
此
遊
離
分

追
問
何
時
骨

要
我
以
陽
春

望
慕
結
不
解

は
と
り

身
を
清
韓
の
演
に
寛
せ
-

夏
日
り
玄
冬
に
捗
-

禰
頻
な
る
こ
と
十
飴
旬

常
に
恐
る

岱
宗
に
遊
び

復
た
故
人
を
見
ざ
ら
ん
こ
と
を

親
し
む
所
は

一
に
何
ぞ
篤
き

は
こ

虻
を
歩
び
て
我
身
を
慰
む

清
談
し
て
日
夕
を
同
じ
-
し

情
晒
し
て
憂
勤
を
赦
す

便
ち
復
た
別
辞
を
為
し

速
亭

西
隣
に
節
ら
ん
と
す

素
葉

風
に
随

い
て
起
こ
-

庶
路

挨
塵
を
揚
ぐ

逝
-
者
は
流
る
る
水
の
如
し

此
の
蓬
に
離
分
せ
ん
こ
と
を
哀
し
む

迫
問
す

何
れ
の
時
に
か
合
せ
ん
と

普

我
を
要

つ
に
陽
春
を
以
て
す

望
み
慕
い
て
結
ば
れ
て
解
け
ず

胎
爾
新
詩
文

爾
に
新
詩
の
文
を
胎
ら
ん

勉
哉
修
令
徳

勉
め
よ
や

令
徳
を
修
め

北
面
自
寵
珍

北
面
し
て
自
ら
寵
珍
せ
よ

一
讃
し
て
わ
か
る
と
お
-
'
死
を
思
う
ほ
ど
の
重
い
病
の
た
め
に

義
-
引
き
篭

っ
て
い
た
の
を
､
ひ
と
-
の
友
人
が
わ
ざ
わ
ざ
見
舞

っ

て
-
れ
'
お
か
げ
で
久
し
ぶ
-
に
日
頃
の
憂
さ
を
晴
ら
す
こ
と
が
で

き
た
と
､
友
人

へ
の
感
謝
の
念
を
表
明
す
る
の
が
前
半
｡
後
牛
で
は
､

楽
し
い

一
時
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
過
ぎ
去
-
､

い
よ
い
よ
別
れ
の

時
を
迎
え
る
､
そ
の
と
き
の
心
情
が
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
う
た
わ

れ
､
そ
し
て
最
後
は
､
友
人

へ
の
励
ま
し
の
言
葉
で
収
束
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
詩
が
､

い
つ
､
い
か
な
る
と
き
に
作
ら
れ
た
か
は
､

作
品
そ
の
も
の
が
明
快
に
物
語

っ
て
い
る
｡
と
い
-
の
も
､
こ
こ
で

主
に
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
作
者

の
日
常
生
活
に
か
か
わ
る

私
的
な
事
柄
で
あ

っ
て
､
そ
の
意
味
で
こ
の
詩
は
､
ま
さ
に
私
信
的

だ
か
ら
で
あ
る
o
勝
答
詩
が
公
的
な
席
で
の
社
交
の
道
具
と
し
て
使

わ
れ
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
普
通
で
あ

っ
た
建
安
時
代
に
お
い
て
､

か
-
も
私
的
な
雰
囲
気
を
た
た
え
た
滑
答
詩
は
､
劉
禎
以
外
に
は
ち

ょ
っ
と
見
普
た
ら
な
い
｡
ま
ず
そ
の
こ
と
を
､
こ
の
詩
の
第

一
の
特

13
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色
と
し
て
､

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
'
だ
と
す
れ
ば
'
曹
操
配
下
の
一
文
人
た
る
劉
楯
が
､
こ

の
よ
う
な
あ
る
意
味
で
は
な
れ
な
れ
し
い
詩
を
､
身
分
差
の
歴
然
と

し
て
い
る
管
玉
に
滑
る
と
い
-
こ
と
が
､
果
た
し
て
可
能
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
-
の
は
､
む
し
ろ
普
然
で
あ
ろ
-
0

資
際
そ
う
し
た
疑
問
が
､
つ
と
に
鈴
木
修
次
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ

れ
､
｢其
二
｣
は
管
玉
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
断
じ
ら
れ

た

(『漠
貌
詩
の
研
究
』
大
修
館
書
店
二

九
六
七
年
)0

そ
れ
に
封
す
る
反
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
｢英
二
｣
が
曹

益
に
宛
て
て
滑
ら
れ
た
と
は
考
え
に
-
い
と
い
-
鮎
に
関
し
て
は
､

⑤

鈴
木
氏
の
説
に
-
み
せ
ざ
る
を
え
な
い
.

(も
し
も
管
玉
に
潜
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
劉
櫨
は
曹
K
lに
封
し
て
ほ
と
ん
ど
封
等
に
撃
言
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
'
そ
れ
は
そ
れ
で
'
別
の
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
.)
が
､
で
は
そ
れ
が
な
ぜ

｢滑
五
官
中
部
婿
｣
と

い
う
題
で
括
ら
れ
て
俸
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
'
適
切
な
答

え
を
見
出
せ
な
い
｡
い
ま
は
疑
問
は
疑
問
と
し
て
残
し
て
お
-
し
か

な

い
｡

だ

が
そ
れ
に
し
て
も
､

｢其
二
｣
が
､

個
人
間
の
私
的
な
や
-
と

-
と
し
て
の
内
安
を
備
え
た
滑
答
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
お
そ

ら
-
否
定
で
き
な
い
O
と
こ
ろ
で
'
そ
う
し
た
種
類
の
滑
答
詩
と
し

て
は
､
わ
れ
わ
れ
は
先
に
､
曹
櫓
の

｢滑
丁
儀
｣
と

｢滑
徐
幹
｣
に

つ
い
て
詳
し
-
検
討
し
た
ば
か
-
で
あ
る

(拙
稿

｢建
安
年
間
後
期
の

曹
穂
の
(
贈
答
詩
)
に
つ
い
て
｣).

そ
れ
ら
は
従
来
の
滑
答
詩
の
世
界

を
境
大
す
る
う
え
で
､
は
な
は
だ
注
目
に
債
す
る
作
品
で
あ

っ
た
｡

｢其
二
｣
お
よ
び
､
こ
の
あ
と
検
討
す
る

｢胆
五
官
中
部
渚
四
首

･

其
三
｣
と

｢滑
徐
幹
｣

へ
の
理
解
を
深
め
る
-
え
で
､
曹
植
の
二
作

品
が
恰
好
の
比
較
の
対
象
と
な
-
う
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

そ
こ
で
､
曹
椎
の
そ
れ
ら
二
作
品
が
ど
の
よ
う
な
贈
答
詩
で
あ

っ

た
の
か
､
詳
細
は
前
稿
に
ゆ
ず
る
が
､
結
論
の
み
簡
単
に
繰
-
返
し

て
お
-
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡

｢滑
丁
儀
｣
は
､
相
手

(丁
儀
)
が
い
ま
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い

状
況
を
､
自
分

(曹
植
)
が
い
か
に
深
-
理
解
し
て
い
る
か
を
披
渡

し
た
も
の
で
､
丁
儀
と
の
連
帯
感
を
確
認
し
強
化
す
る
た
め
の
滑

答
詩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
O
｢謄
徐
幹
｣
は
､
相
手

(徐
幹
)
の

現
在
の
状
況
に
封
す
る
充
分
な
理
解
に
立
っ
て
､
さ
ら
に
そ
こ
か

ら

1
歩
踏
み
込
ん
で
､
徐
幹
に
出
仕
を
う
な
が
す
べ
-
､
誠
意
を
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こ
め
て
説
得
し
よ
う
と
し
た
謄
答
詩
で
あ
る
.

い
ず
れ
も
､
皆
事
老
た
ち
本
人
に
直
接
か
か
わ
る
事
柄
が
取
-
上

げ
ら
れ
て
お
-
､
俸
存
す
る
建
安
潜
答
詩
の
中
で
は
ま
だ
教
が
少
な

い
'
個
人
の
た
め
の
詩
と
い
う
性
格
が
濃
厚
な
作
品
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
､
そ
の
基
本
的
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
た
｡
そ
こ
ま
で
は
､

｢英
二
｣
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

だ

が

､

こ
こ
で
､

｢滑
徒
弟
三
首
｣
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
､

対
人
性
と
い
-
こ
と
に
注
意
し
て
見
て
み
る
と
､
劉
櫨
と
曹
権
の
間

に
は
か
な
り
の
隔
た
-
が
あ
る
こ
と
に
気
付
-
｡

曹
権
の
｢謄
丁
儀
｣
｢滑
徐
幹
｣
の
方
か
ら
い
う
と
､
そ
こ
で
の
作

者
の
関
心
の
在
-
虞
は
､
明
白
に
､
そ
の
詩
を
滑
ろ
う
と
す
る
相
手

の
方
に
傾
い
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
作
者
は
主
に
､
相
手
の
こ
と
を
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
-
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
､
特
定
の
相
手
に
宛
て
て
滑
る
作
品
が
､
そ
の
相
手
の

こ
と
を
う
た
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
む
し
ろ
昔
た
-
前
で
､
そ
の
こ
と
日
経
は
､
集
囲
的
に
享
受
さ
れ

る
謄
答
詩
の
場
合
で
あ

っ
て
も
少
し
も
襲
わ
ら
な
い
｡
謄
答
詩
全
般

に
等
し
-
認
め
ら
れ
る
挨
拶
性
や
儀
蔭
性
が
､
そ
-
し
た
と
こ
ろ
か

劉
横
腹
答
詩
論

(亀
山
)

ら
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
､
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

ラ
.
曹
権
の

｢滑
丁
儀
｣
｢滑
徐
幹
｣
が
他
の
多
-
の
建
安
藤
答
詩

と
区
別
さ
れ
る
理
由
は
､
そ
れ
ら
が
第

一
義
的
に
は
特
定
の
個
人
に

よ
っ
て
謹
ま
れ
る
作
品
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
表
現
が
と
お
-
い
っ
ぺ

ん
の
挨
拶
に
と
ど
ま
ら
な
い
､
相
手
を
深
-
思
い
遣

っ
た
濃
や
か
で

懇
ろ
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
だ
が
､
受
け
手
の

方
に
重
鮎
を
お
い
て
う
た
っ
て
い
る
と
い
う

一
事
に
お
い
て
は
'
い

い
換
え
れ
ば
､
強
固
な
封
入
意
識
を
基
本
に
据
え
て
い
る
と
い
う
鮎

に
お
い
て
は
､
滑
答
詩

一
般
の
在
-
方
か
ら
け
っ
し
て
逸
脱
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
劉
櫨
は
､
ま
さ
に
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
､
曹
椿
と
枚
を
分

か
っ
て
い
る
の
だ
｡

｢英
二
｣
を
も
う

一
度
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
な
る
ほ
ど
詩

の
終
結
部
に
お
い
て
は
､
相
手

へ
の
激
励
の
言
葉
を
は
じ
め
と
す
る
､

い
か
に
も
滑
答
詩
ら
し
い
表
現
が
あ
る
に
は
あ
る
｡

し
か
し
､

｢其

二
｣
か
ら
は
､
そ
れ
を
受
け
取
る
相
手
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
見
え
て
こ

な
い
｡

｢望
慕
結
不
解
､

胎
爾
新
詩
文
｣
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示

し

て

い
る
よ
-
に
､
相
手
と
の
封
話
と
し
て
の
撃
言
と
い
う
よ
-
は
､
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劉
禎
か
ら
の

一
方
通
行
的
な
心
情

の
吐
露
の
方
に
､
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
懐

い
て
い
る
｡

つ
ま
-
'
表
現
者
劉
槙

の
主
要
な
関
心
は
､
そ

の
と
き
の
自
分
自
身

の
心
情
を
う
た
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
､

曹
櫓
が

｢
謄
丁
儀
｣
｢胎
徐
幹
｣
で
相
手

の
立
場
を
思

い
や

っ
た
表
現

を
し
て
い
る
の
と
は
､
明
ら
か
に
違

っ
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
の
も

つ

意
味
は
小
さ
-
な
い
｡

い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
と

い
え
な

い
で
も
な

い
｡

が
､

｢
其
二
｣

は
､
そ
の
基
本
的
な
在
-
方
を
い
う
な
ら
ば
､
そ
れ
を
勝
る
相
手
に

つ
い
て
う
た
う
胎
答
詩
で
は
な
い
の
だ
｡
そ
の
鮎
か
ら
す
れ
ば
'
｢
英

二
｣
が
誰
に
む
け
て
滑
ら
れ
た
の
か
が
わ
か
-
に
-
い
こ
と
自
鮭
､

こ
の
詩

の
基
本
的
な
在
-
方
に
か
か
わ
る
特
徴
に
は
か
な
ら
な
か

っ

た
わ
け
だ
｡
そ
-
し
た
詩
が
曹
黍
に
宛
て
て
作
ら
れ
た
と
す
る
の
は
､

い
よ
い
よ
む

つ
か
し
-
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

｢
英
二
｣
が
建
安
贈
答
詩

の
な
か
で
特
筆
に
値
す
る
大
き
な
理
由

は
､
対
人
性
よ
-
も
封
自
性

の
方
を
優
先
し
て
い
る
鮎
に
あ
る
｡
そ

れ
が

｢
滑
徒
弟
三
首
｣
で
見
た
対
人
意
識
の
希
薄
さ
と
無
縁
で
な

い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

さ
て
対
人
性
よ
-
も
封
自
性
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
傾
向

は
､
｢其
二
｣
の
み
な
ら
ず
､
次
に
掲
げ
る

｢胆
五
官
中
部
購
四
首

･

其
三
｣
(以
下
'
｢其
三
｣
と
略
解
す
る
)
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
だ
｡

秋
日
多
悲
懐

感
慨
以
長
嘆

終
夜
不
達
探

叙
意
於
濡
翰

明
燈
曜
間
中

清
風
凄
己
寒

白
露
染
前
庭

厳
門
垂
共
闘

四
節
相
推
斥

歳
月
忽
欲
琴

壮
士
遠
出
征

戎
事
猪
猫
難

沸
泣
港
衣
裳

能
不
懐
所
歎

秋
日

悲
懐
多
し

感
慨
し
以
て
長
嘆
す

終
夜

採
ぬ
る
に
達
あ
ら
ず

意
を
濡
翰
に
叙
す

明
燈

間
中
に
曜
き

清
風

凄
と
し
て
己
に
楽

し

うる
お

白
露

前
庭
を
塗
し

と
さ

鷹
門

重
ね
て
其
れ
閑
せ
-

四
節

相
推
斥
し
て

歳
月

忽
ち
琴
き
ん
と
欲

壮
士

遠
-
出
征
す

戎
事

賂
た
猪
-
難
か
ら
ん

沸
泣

衣
裳
に
麗
ぐ

舵
-

歓
ぶ
所
を
懐
わ
ざ
ら
ん
や
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こ
の
詩
も
､
胆
答
詩
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
､
な
か
な
か

に
困
難
な
問
題
を
含
ん
だ
作
品
で
あ
る
｡
そ
の
難
し
さ
は
要
す
る
に
､

こ

の
詩
の
や
-
敬
-
に
よ
っ
て
､
滑
-
手
と
受
け
手
と
の
間
に
､
ど

の
よ
う
な
関
係
性
が
と
-
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
､
は
な
は

だ
分
か
-
に
-
い
と
こ
ろ
に
あ
る
｡

つ
ま
-
'
こ
の
詩
に
登
場
す
る

主
鰹
は
､
秋
の
夜
長
を
ひ
と
-
で
悲
嘆
に
-
れ
つ
つ
過
ご
し
て
い
る

女
性
で
あ

っ
て
'
だ
か
ら
こ
れ
は
閏
怨
の
ス
タ
イ
ル
を
取
る
作
品
で

あ
る
と

一
鷹
は
い
え
る
の
だ
が
､
そ
れ
が
現
寅
の
状
況
と
ど
の
よ
う

に
封
麿
す
る
の
か
'
簡
単
に
答
え
が
出
て
-
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の

だ

｡だ
が
､
こ
の
詩
を
解
揮
す
る
-
え
で
､
そ
の
問
題
は
避
け
て
通
れ

な
い
｡
そ
の
際
､
手
掛
か
-
に
な
-
そ
-
な
表
現
と
し
て
誰
も
が
気

秤
-
の
は
､
後
牛
部
に
出
て
-
る

｢壮
士
遠
出
征
､
戎
事
渚
猪
難
｣

で
あ
ろ
う
.
責
際
'
そ
の
二
句
を
板
接
と
し
て
､
こ
の
詩
を
管
玉
の

㊨

遠
征
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
､
従
来
か
ら
虞
-
行
な
わ
れ
て
き
た

｡

そ
う
で
あ

っ
た
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
否
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
､

わ
た
-
L
が
不
満
に
お
も
う
の
は
､
遠
征
中
の
曹
益
に
滑
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
指
摘
す
れ
ば
､
も
う
そ
れ
で
充
分
事
が
足
-
た
と
さ
れ

劉
楯
滑
答
詩
論

(亀
山
)

て
い
る
よ
-
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
の

場
合
は
､
現
資
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
の
表
面
的
な
封
麿
関
係
を
い

-
ら
詮
索
し
て
も
､
そ
れ
だ
け
に
終
わ
る
な
ら
ば
､
あ
ま
-
意
味
が

な
い
O
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､
詩
に
封
す
る
本
質
的
な
理
解
は
ほ
と

ん
ど
深
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢其
三
｣

を
現
蟹
の
状
況
と
封
慮
す
る
謄
答
詩
で
あ
る
と
み
な
す

の
で
あ
れ
ば
､
何
よ
-
も
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
そ
れ
が
同

時
に
閏
怨
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
濃
い
詩
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る
か
､
と
い
う
問
題
で
は
な
か

ろ

う
か
｡

と
こ
ろ
で
伊
藤
正
文
氏
は
､

｢英
二
｣
の
五
～
八
句
は
､

漢
の
班

礎
好
が
謹
言
を
被

っ
た
と
き
に
作

っ
た
と
ぎ
れ
る

｢自
傷
賦
｣
(『漢

書
』
｢外
戚
俸
｣
)

の
表
現
と
照
歴
す
る
こ
と
､
ま
た
全
段
的
に
見
て
楚

辞
の
用
語
を
多
用
す
る
こ
と
､
と
-
わ
け
､
放
逐
さ
れ
た
屈
原
の
心

情
に
思
い
を
は
せ
た
作
品
と
い
わ
れ
る
宋
玉
の

｢九
拝
｣
の
語
句
と

章
憩
を
贋
-
敬
-
入
れ
て
い
る
こ
と
､
以
上
を
主
な
板
按
と
し
て
､

｢其
三
｣
は

｢閏
怨
の
作
の
一
種
で
あ
-
｣
､
｢女
性
に
仮
託
し
た
劉

櫨
の
､
管
玉
に
封
す
る
衷
情
を
述
べ
た
も
の
｣
と
し
た

(｢劉
櫨
詩
論
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考
｣
･
『近
代
』
五
十

l
統

･
1
九
七
六
年
)
O

伊
藤
氏
は

｢其
三
｣
を
'
女
性
に
仮
託
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
､
自
ら
の
怨
債
の
情
を
相
手
に
向
か
っ
て
間
接
的
に
吐
露
し
た
作

品
と
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
｡
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
-
｡
劉
楯
は

そ
こ
で
も
ま
た
'
封
入
性
を
正
面
に
押
し
出
す
と
い
う
普
時
の
一
般

的
な
贈
答
詩
の
行
き
方
と
は
異
な
る
猪
自
な
行
き
方
､

つ
ま
-
､
封

入
性
を
顧
慮
す
る
よ
-
も
､
自
分
自
身
の
こ
と
を
う
た
う
方
に
重
心

が
傾
い
た
封
自
性
の
高
い
詩
を
､
特
定
の
相
手
に
譲
ま
せ
る
と
い
う

こ
と
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
(た
だ
し
'
閏
怨

の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
の
は
'
直
接
的
な
自
己
表
白
に
は
あ
-
が
ち
な
露
骨

さ
を
和
ら
げ
る
た
め
と
も
理
解
さ
れ
る
｡
と
す
れ
ば
'
そ
の
鮎
で
は
'
封
入

性
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡)

さ
て

｢滑
五
官
中
郎
渚
四
首
｣
の

｢其
二
｣
と

｢其
三
｣
か
ら
は
'

上
述
の
よ
-
な
潜
答
詩
制
作
に
封
す
る
劉
楯
の
猪
自
な
取
-
組
み
方

が
窺
え
る
わ
け
だ
が
､
そ
れ
が
最
も
尖
銘
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い

る
の
は
､
な
ん
と
い
っ
て
も

｢滑
徐
幹
｣
で
あ
ろ
う
0
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
作
品
で
あ
る
｡

誰
謂
相
去
遠

隔
此
西
板
垣

拘
限
清
切
禁

中
情
無
由
宣

思
子
沈
心
曲

長
歎
不
能
言

起
坐
失
次
第

一
日
三
四
遷

歩
出
北
寺
門

遠
望
西
苑
園

細
柳
爽
道
生

方
塘
含
清
源

唾
棄
陸
風
韓

飛
鳥
何
所
柄

轟
人
易
感
動

沸
下
典
衿
連

仰
親
日
日
光

激
轍
高
且
懸

誰
か
謂
う
相
去
る
こ
と
達
し
と

此
の
西
按
の
垣
を
隔

つ
る
の
み

清
切
の
禁
に
拘
限
せ
ら
れ

中
情

宣
ぶ
る
に
由
無
し

子
を
思
い
て
心
曲
を
沈
め

長
歎
し
て
言
う
能
わ
ず

起
坐
に
次
第
を
失
い

1
日
に
三
四
た
び
遣
る

歩
み
て
北
寺
の
門
を
出
で

造
か
に
西
苑
の
園
を
望
む

細
柳

道
を
爽
み
て
生
い

方
塘

清
源
を
含
む

廃
葉

風
に
障
い
て
韓
じ

飛
鳥

何
ぞ
研
研
た
る

帝
人
は
感
動
し
易
-

沸
下
-
て
衿
と
連
な
る

仰
い
で
白
日
の
光
を
観
れ
ば

は
る

激
敏
之
し
て
高
-
且

つ
懸
か
な
り
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東
燭
八
紘
内

兼
ね
て
八
紘
の
内
を
燭
し

物
鞍
無
頗
偏

物
難
に

頗
偏
す
る
無
し

;･,,い

我
猪
抱
深
感

我
猪
-
探
き
感
を
抱
き

不
得
輿
比
蔦

輿
に
蔦
に
比
ぶ
る
を
得
ず

こ
こ
で
劉
桟
は
､
近
-
に
い
る
の
に
合
う
こ
と
が
か
な
わ
な
い
友

人
に
向
か
っ
て
､
い
ま
現
在
の
自
己
の
心
情
を
赤
裸

々
に
吐
露
し
て

い
る
｡
何
煙
は
こ
の
詩
を
､
劉
楯
が
曹
玉
の
夫
人
の
甑
氏
を
平
祝
し

て
不
敬
罪

に
問
わ
れ
た
と
き

(そ
れ
は
建
安
十
六
年
の
出
爽
事
と
さ
れ

る
)
の
作
と
す
る

(『義
門
講
書
記
』
文
選
舞
二
一)O
何
煩
の
説
の
蓋
然
性

は
高
い
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
は
､
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
者
の
い

か
に
も
抱
き
そ
う
な
焦
燥
感
や
不
安
が
､
全
篇
に
色
濃
-
漂

っ
て
い

る
｡
こ
れ
が
生
命
の
保
讃
の
な
い
危
機
的
状
況
の
も
と
で
作
ら
れ
た

と
し
て
も
､
少
し
も
お
か
し
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
第
十
七
句

｢仰
税
目
日
光
｣
以
下
六
句
は
､
い
-
ま
で
も
な
-
曹
操
を
念
頭
に

お
い
た
撃
言
で
､
自
分
を
見
捨
て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
'
間
接
的
に

曹
操
に
訴
え
､
そ
の
情
に
す
が
ろ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

制
作
時
期
の
先
後
関
係
は
不
明
な
が
ら
､
作
品
の
性
格
か
ら
い
え

ば
'
｢滑
徐
幹
｣
は
ま
さ
し
-

｢英
二
｣
｢其
三
｣
の
延
長
上
に
位
置

劉
禎
謄
答
詩
論

(亀
山
)

づ
け
ら
れ
る
やへ
き
豚
答
詩
で
あ
る
6
も
は
や
賢
言
を
弄
す
る
ま
で
も

な
か
ろ
う
が
､
こ
の
詩
の
中
で
も
劉
櫨
は
､
相
手
の
徐
幹
に
つ
い
て

は
ま

っ
た
-
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
解
れ
な
い
で
､
ひ
た
す
ら
自
ら
の

心
情
を
表
白
す
る
こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
O
こ
の
詩
が

そ
の
と
き
に
劉
櫨
が
お
か
れ
た
特
殊
な
状
況
に
密
着
し
た
作
品
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
､
し
か
し
､
受
け
手
の
こ
と
と
な
る
と
､

ほ
と
ん
ど
完
全
に
無
税
さ
れ
て
い
る
の
だ
｡

｢勝
徐
幹
｣
は
､
｢
英
二
｣
｢其
三
｣
以
上
に
､
滑
-
手
側
か
ら
の

一
方
通
行
的
な
表
現
が
支
配
的
な
作
品
だ
と
い
え
る
｡
そ
こ
で
は
劉

禎
は
､
詩
の
様
式
を
用
い
て
､
自
分
自
身
を
他
者
の
前
に
さ
ら
け
だ

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
む
し
ろ

｢告
白
｣
と
呼
ぶ
の
が
適
切

で
あ
る
｡

そ
れ
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
､
ぎ
-
ぎ
-
の
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た

こ
と
､
そ
し
て
､
そ
れ
を
正
し
-
受
け
止
め
て
-
れ
る
と
作
者
が
信

頼
で
き
る
友
人
が
い
た
こ
と
が
､
劉
楯
を
し
て
滑
答
詩
に
よ
る

｢告

⑦

自
｣
を
賓
現
せ
し
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
ろ

う
｡
だ
が
そ
の
根
底

に
は
､
対
人
性
に
あ
ま
-
縛
ら
れ
な
い
と
い
う
､
劉
櫨
の
滑
答
詩
制

作
に
封
す
る
滞
日
な
姿
勢
が
あ

っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
｡
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蜘

そ
の
同
じ
根
か
ら
､

あ
る
と
き
は

｢滑
五
官
中
部
渚
四
首
｣
の

｢英

二
｣
｢其
三
｣
が
生
ま
れ
'
ま
た
あ
る
と
き
は

｢滑
従
弟
三
首
｣
が
生

ま

れ

た

わ

け
だ

か
ら
o

滑
答
詩
た
る
も
の
対
人
関
係
に
賛
す
る
と
い
う
あ
る
種
の
費
用
性

を
正
面
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
そ
-
し
た
通
念
か
ら
劉
櫨
は

比
較
的
自
由
で
あ

っ
た
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ
は
本
章
で
も
確
認
で
き

た
と
思
う
.
場
合
に
よ
っ
て
は
劉
鳩
は
､
滑
答
詩
を
､
い
ま
現
在
の

か
く
在
る
自
己
を
特
定
の
相
手
に
向
か
っ
て
提
示
す
る
た
め
の
手
段

と
し
て
も
用
い
て
い
る
の
だ
｡

と
こ
ろ
で
そ
の
こ
と
は
､
詩
歌
史
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
捉
え

る
な
ら
､
お
お
よ
そ
次
の
よ
-
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

周
知
の
ご
と
-
､
劉
鳩
が
生
き
た
後
漢
末
期
は
､

1
言
で
い
え
ば
､

詩
歌
史
が
初
期
の
段
階
か
ら
よ
う
や
-
大
き
な
飛
躍
を
と
げ
よ
う
と

し
て
い
た
時
期
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
そ
れ
以
前
に
確
立
さ
れ
て

い
た
詩
歌
の
世
界
は
ま
だ
き
わ
め
て
狭
-
､
詩
歌
ジ
ャ
ン
ル
自
腹
は

未
開
拓
の
飴
地
の
多
い
可
能
性
に
富
ん
だ
領
域
で
あ

っ
た
が
､
後
漢

末
期
こ
そ
は
､
そ
の
豊
か
な
可
能
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
賓
康
に
ト
6
0
て

切
-
開
か
れ
は
じ
め
た
時
期
に
常
た
っ
て
い
た
｡
そ
う
し
た
時
期
､

特
に
建
安
年
間
後
期
に
お
い
て
､
贈
答
詩
の
制
作
が
急
に
盛
ん
に
な

っ
て
い
る
の
は
､
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
｡
贈
答
詩
こ
そ
は
､
新
し

い
表
現
世
界
を
切
-
閲
-
の
に
き
わ
め
て
有
利
な
候
件
を
備
え
た
詩

歌
ス
タ
イ
ル
で
あ

っ
た
か
ら
だ
｡
と
-
わ
け
､
特
定
の
相
手
に
よ
っ

て
享
受
さ
れ
る
こ
と
が
保
護
さ
れ
て
い
る
個
人
的
享
受
形
態
に
展
す

る
贈
答
詩
な
ら
ば
'
相
手
と
の
親
密
度
あ
る
い
は
理
解
度
の
深
さ
に

比
例
し
て
､
制
作
者
が
詩
表
現
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
慣
習
や
制
約
か
ら

自
由
に
な
れ
る
と
い
う
の
は
､
道
理
で
あ
ろ
う
｡

劉
楯
の
功
績
は
､

つ
ま
る
と
こ
ろ
､
滑
答
詩
と
い
-
詩
歌
ス
タ
イ

ル
が
は
ら
ん
で
い
た
可
能
性
を
､
寅
康
の
場
で
試
し
て
み
た
こ
と
に

あ
る
と
い
え
よ
う
｡
そ
の
意
味
で
､
劉
槙
は
ま
さ
に
時
代
の
先
端
を

切
-
開
い
て
い
た
わ
け
で
､
そ
う
し
た
劉
楯
の
胆
答
詩
に
封
す
る
新

し
い
取
-
組
み
は
､
高
-
許
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
そ
う
し

た
果
敢
さ
､
大
聡
さ
､
あ
る
い
は
､
従
来
の
俸
銃
に
封
す
る
と
ら
わ

れ
の
な
さ
こ
そ
は
､
詩
人
劉
櫨
を
特
色
づ
け
る
最
大
の
要
素
で
あ
-
､

ま
さ
に

｢偏
人
｣
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

- 2() -



だ

が

'
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
､
そ
れ
は
意
気
込
み
だ
け
で

宜
現
で

き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
O
可
能
性
を
具
濃

化
す
る
た
め
の
方
法
の
開
頚
が
､
な
ん
と
い
っ
て
も
不
可
敏
で
あ
る
｡

で
は
劉
櫨
が
開
吏
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
方
法
だ
っ
た
の
か
､
わ
れ

わ
れ
は
や
は
-
､
そ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

た
だ
し
､

｢滑
徒
弟
三
百
｣
に
つ
い
て
は
､

す
で
に
あ
る
程
度
解

れ
た
つ
も
-
で
あ
る
｡
確
寛
に
い
え
る
と
思
う
の
は
､
そ
こ
で
の
方

法
の
基
本
は
様
式
性
を
高
め
る
鮎
に
あ

っ
た
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
結
果
と
し
て
､
作
品
は
'
寛
鰻
と
し
て
の
受
け
手
と
滑
-
手
を

無
化
す
る
方
向

へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
か
-
し
て
作

品
の
自
律
性
が
高
ま
-
､
謄
答
詩
で
あ
る
こ
と
す
ら
自
ら
否
定
す
る

と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
か
ね
な
い
(そ
の
方
法
を
受
け
縫
い
だ
胎
答
詩
が

出
に
-
か
っ
た
の
も
う
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
)､
そ
う

し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢滑
徒
弟
三
首
｣
な
か
ん
ず
-

(
英
二
)
は
､
時
代
を
越
え
て
讃
ま
れ
漬
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡

ま
た

｢其
三
｣

の
方
法
に
つ
い
て
も
､
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
､
す

で
に
伊
藤
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
｡
す
な

わ
ち
､
ま
ず
枠
組
み
と
し
て
閣
怨
詩
の
横
式
を
と
る
と
い
う
こ
と
が

劉
禎
滑
答
詩
論

(亀
山
)

指
摘
で
き
る
わ
け
だ
が
､
そ
れ
が
同
時
に
､
間
接
的
な
自
己
表
白
と

も
な
-
え
､
そ
の
結
果
､
潜
答
詩
と
し
て

1
定
の
機
能
を
は
た
す
に

い
た
っ
て
い
る
の
は
'
主
に
そ
の
便
用
語
童
の
工
夫
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
､
説
か
れ
て
い
た
｡

し
か
し
､
｢其
二
｣
｢滑
徐
幹
｣
に
つ
い
て
は
ま
だ
､
充
分
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
｡
と
い
う
よ
-
､
そ
こ
で
の
方

法
は
､
｢滑
徒
弟
三
首
｣
や

｢其
三
｣
ほ
ど
見
え
や
す
-
は
な
い
の
だ

ろ

-
.
た
と
え
ば
そ
れ
ら
が
'
｢滑
徒
弟
三
首
｣
｢其
三
｣
と
-
ら
べ

て
様
式
性
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
と
ら
わ
れ
の
な
さ

が

｢英
二
｣
｢勝
徐
幹
｣
の
方
法
で
あ

っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
｡
だ
が
､
そ
う
し
た
な
か
に
も
や
は
-
'
何
ら
か
の
方
向
性
の
よ

う
な
も
の
は
あ

っ
た
は
ず
だ
｡
最
終
章
で
は
､
そ
の
鮎
に
関
し
て
若

干
気
の
付
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
｡

四

｢英
二
｣
と

｢滑
徐
幹
｣
の
方
法

さ
て
､

｢英
二
｣
に
つ
い
て
は
先
に
､

作
者
の
日
常
生
活
に
か
か

わ
る
私
的
な
事
柄
を
取
-
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
そ
の
大
き
な
特

徴
が
あ
る
と
書
い
た
O
そ
の
こ
と
が

｢滑
徐
幹
｣
に
も
ほ
と
ん
ど
そ
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の
ま
ま
普
て
供
ま
る
こ
と
は
､
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
た

と
え
ば
､
冒
頭
で

｢誰
謂
相
去
遠
､
隔
此
西
披
垣
｡
拘
限
清
切
禁
､

中
情
無
由
宣
｣
と
､
そ
の
時
の
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
'
ご
-
秦

直
に
う
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
'
作
者
自
身
の
個
別
的
鰻
験
を
具

鰹
的
に
逓
べ
た
よ
い
例
で
あ
る
｡

一
方

｢其
二
｣
の
冒
頭
に
も
､
｢余

嬰
沈
痛
疾
､
寛
身
清
樽
潰
O
日
夏
渉
玄
冬
､
禰
噴
十
駄
句
｣
と
い
う

句
が
あ

っ
た
｡
私
信
の

一
節
を
お
も
わ
せ
る
こ
-
し
た
表
現
に
'
劉

楯
の
方
法
の

一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
｡

と
こ
ろ
で
'

そ
う
し
た
鮎
に
着
目
す
る
と
き
'

『
文
選
』
巻
二
十

九
に

｢律
詩
｣
と
し
て
収
め
ら
れ
る
劉
櫨
の
次
の
作
品
は
､
は
な
は

だ
注
目
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

登
高
且
遊
親

方
塘
含
自
水

中
有
島
輿
嘱

安
得
粛
粛
羽

徒
爾
浮
波
潤

注
目
す
べ
き
は
､

高
き
に
登
-
て
且
-
遊
観
す

方
塘

白
水
を
含
み

中
に
塵
と
席
と
有
-

安
-
に
か
粛
粛
た
る
羽
を
得
て

爾
に
徒
い
て
波
潤
に
浮
か
ば
ん

い
う
ま
で
も
な
-
前
牛
の
六
句
､
膨
大
な
文
書

職
事
相
塀
委

文
墨
紛
消
散

馳
翰
未
暇
食

日
長
不
知
曇

沈
迷
簿
領
書

回
回
目
昏
乳

棒
此
出
西
城

職
事

相
墳
委
し

文
墨

粉
と
し
て
消
散
た
-

翰
を
馳
せ
て
末
だ
食
す
る
に
暇
あ
ら
ず

か
たむ

日
の

戻-

も
畳
む
を
知
ら
ず

簿
領
の
書
に
沈
迷
し

回
回
と
し
て
自
ら
暮
乱
す

此
を
揮
き
て
西
城
よ
-
出
で

の
山
を
前
に
､
食
事
の
時
間
も
ま
ま
な
ら
ず
､
終
日
事
務
虞
理
に
追

い
回
さ
れ
る
宮
仕
え
の
憂
密
な
日
常
を
う
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
O
こ
ん
な
例
が
'
他
の
建
安
詩
人
の
作
品
の
中
に
は
あ
る
だ
ろ
う

か
｡
劉
楯
の
大
腰
さ
に
､
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
る
わ
け
だ
が
､
ひ

る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
'
こ
れ
に
近
い
例
と
し
て
､
劉
禎
自
身
に
､

先
に
挙
げ
た

｢英
二
｣
｢胎
徐
幹
｣
の
冒
頭
の
ご
と
き
表
現
が
あ
る
こ

と
を
､
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
見
逃
さ
な
い
で
あ
ろ
-
｡
劉
禎
詩
の
中

に
置
い
て
み
る
な
ら
､
｢薙
詩
｣
の
表
現
は
決
し
て
孤
立
的
な
も
の
で

は
な
い
の
だ
｡

た
だ
､
そ
れ
に
し
て
も
､
建
安
詩
全
鰻
か
ら
見
て
､
こ
れ
が
と
び

抜
け
て
特
異
な
例
で
あ
る
こ
と
に
襲
わ
-
は
な
い
｡
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
作
品
が
存
在
し
え
た
の
か
､
と
い
う
疑
念
は
や
は
-
拭
い
き
れ
な
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い
O
だ
が
､
仮
に
こ
の
詩
も
ま
た
､
元
来
は
贈
答
詩
と
し
て
作
ら
れ

た
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
理
解
は
比
較
的
容
易
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
O
誰
か
特
定
の
親
密
な
相
手
を
享
受
者
と
す
る
滑
答
詩

で
あ
れ
ば
､
そ
の
人
に
向
か
っ
て
､
こ
の
と
こ
ろ
の
多
忙
さ
を
愚
痴

る
と
い
う
こ
と
は
､
｢英
二
｣
や

｢謄
徐
幹
｣
を
残
し
て
い
る
劉
禎
な

ら
ば
'
い
か
に
も
や
-
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
｡
詩
の
後
年
の
表

現
も
､
そ
う
し
た
仮
説
を
敢
て
拒
む
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'

そ
う
し
た
憶
測
が
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
'

｢薙
詩
｣
と

｢英
二
｣
｢贈
徐
幹
｣
と
は
接
近
し
て
い
る
｡
少
な
-

と

も

､

｢難
詰
｣
の
前
牛
の
表
現
に
'

｢英
二
｣
｢滑
徐
幹
｣
の
方
法

が
極
端
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
劉
桟
は

｢薙
詩
｣
の
な
か
に
､
詩
歌

文
学
で
は
取
-
上
げ
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
'
普
通
は
書
簡
文
で

扱
わ
れ
る
よ
う
な
身
遠
墳
事
を
､
あ

っ
さ
-
う
た
い
こ
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
わ
け
だ
が
､
そ
こ
に
行
き
着
-

一
歩
手
前
の
段
階
に
あ
る
表

現
と
し
て
､
｢英
二
｣
｢滑
徐
幹
｣
の
例
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
｡

劉
栂
柑
答
詩
論

(亀
山
)

な
お
､

｢耗
詩
｣
の
前
牛
六
句
に
つ
い
て
は
､

そ
の
使
用
語
糞
に

つ
い
て
も
､
注
意
を
沸
う
必
要
が
あ
る
｡
と
い
う
の
は
そ
こ
で
は
､

｢
塀
委

･
沈
迷

･
簿
領
｣
と
い
っ
た
､
詩
歌
文
学
で
は
ふ
つ
う
見
か

け
な
い
よ
う
な
語
嚢
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
詩

歌
以
外
に
南
野
を
贋
げ
て
み
る
と
'
｢墳
委
｣
と

｢簿
領
｣
に
つ
い
て

は
'
時
代
は
か
な
-
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
､
参
考
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
次
の
よ
う
な
用
例
が
目
に
留
ま
っ
た
｡

0
0

四
方
の
表
疏

･
皆
局
の
簿
領
の
詳
を
諮
り
断
を
請
わ
ん
と
し
て

o
O

前
に
項
委
す
る
毎
に
､
昇
は
辞
を
展
-
て
紙
に
落
と
し
'
事
を
覚

て
議
を
下
し
､
縦
横
敏
鱈
､
暫
-
も
筆
を
停
め
ず
､
頃
刻
の
間
に
､

諸
事
便
ち
了
-
ぬ
｡
(『南
史
』
｢朱
昇
俸
｣)

｢簿
領
｣
が
､
役
所
の
文
書
事
務
に
か
か
わ
る
無
味
乾
燥
な
語
嚢

で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
､

｢墳
委
｣
も
ま
た
､

主
に

そ
う
し
た
役
所
仕
事
と
結
び
つ
-
､
使
用
場
所
の
限
定
さ
れ
た
語
嚢

⑧

で
あ

っ
た
可
能
性
を
､
こ
の
例
は
示
唆
し
て
い
な
い
か

｡

常
然
の
こ

と
な
が
ら

『文
選
』
に
は
､
劉
禎

｢薙
詩
｣
以
外
に

｢墳
委
｣
の
用

例
は
な
い
｡
｢墳
委
｣
(お
よ
び

｢簿
領
｣)
が
雅
な
ら
ざ
る
語
費
で
あ

っ
た
こ
と
は
'
ま
ず
間
違
い
な
い
｡
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素
材
の
選
樺
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
語
長
の
選
樺
に
お
い
て
も
､
｢薙

詩
｣
は
､
常
時
の
詩
歌
の
通
念
か
ら
か
な
-
外
れ
る
作
品
で
あ

っ
た

と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
伊
藤
氏
に
よ
れ
ば
､
｢勝
徐
幹
｣
の
場
合
も
､
先
例
の
な

い
新
用
語
が
多
数
見
出
さ
れ
る
と
い
う

(｢劉
偵
詩
論
考
｣
)O

す
な
わ

ち

､

｢拘
限

･
清
切

･
廃
棄

･
秀
人

･
深
感
｣
が
そ
れ
で
あ
る
｡

ま

た
､
｢
英
二
｣
に
お
い
て
も
､
｢沈
痛

･
禰
喋

･
情
朽

･
望
慕
｣
は
､

お
そ
ら
-
は
劉
櫨
の
新
用
語
で
あ
-
､
劉
禎
以
後
も
留
分
の
間
は
､

詩
歌
の
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
稀
な
語
愛
で
あ
る
｡

こ
れ
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
語
桑

レ
ベ
ル
で
も
'
｢薙
詩
｣
と

｢
英
二
｣
｢滑
徐
幹
｣
と
の
問
に
は
共
通

性
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
｡

徴
す
べ
き
作
品
の
教
が
少
な
い
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
も
､
常

套
的
な
語
柔
の
使
用
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
と
い
-
傾
向
が
､
劉
櫨

の
謄
答
詩
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
否
定
L
が
た
い
事

賓
と
い
え
よ
う
｡
そ
れ
は
､
お
の
れ
自
身
の
個
別
的
な
鮭
験
や
感
じ

方
を
で
き
る
だ
け
類
型
化
し
な
い
で
表
現
す
る
た
め
に
､
劉
槙
が
意

識
的
に
選
び
取

っ
た
方
法
で
あ
る
と
､
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ

う
か
｡

そ
れ
と
関
連
し
て
､
わ
た
-
L
は
､
｢
英
二
｣
｢胎
徐
幹
｣
の
叙
景

表
現
に
も
注
目
し
な
い
で
は
お
れ
な
い
｡
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
表
現

で
あ
る
｡

素
菓
随
風
起

旗
路
揚
疾
塵

素
葉

風
に
随
い
て
起
こ
-

旗
路

挨
塵
を
揚
ぐ

(｢
英

二
｣
)

細
柳
爽
逆
生

万
塘
含
清
源

廃
棄
陸
風
韓

飛
鳥
何
稀
翻

細
柳

道
を
爽
み
て
生
い

方
塘

清
源
を
含
む

廃
葉

風
に
騒
い
て
韓
じ

飛
鳥

何
ぞ
獅
研
た
る

(｢
胸
徐
幹
｣
)

24

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
､
気
持
ち
の
た
か
ぶ
-
の
な
か
で
主
膿
が
目

に
し
た
情
景
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
で
､
感
情
を
頂
鮎

へ
と
導
い

て
い
-
重
要
な
契
機
と
な

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
れ
ら
の
叙
景

表
現
に
引
き
績
い
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
､
｢英
二
｣

で
は

｢逝
者

如
流
水
､
哀
此
逐
離
分
｣
､
｢
贈
徐
幹
｣
で
は

｢乗
人
易
感
動
へ
沸
下

興
衿
連
｣
と
い
う
､
い
わ
ば
両
詩
の
メ
イ
ン
･
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
｡

も

っ
と
も
'
感
情
表
白

へ
移
る
た
め
の
橋
渡
し
と
し
て
外
界
の
景
物



に
配
線
を
韓
じ
る
と
い
う
技
法
自
鰻
は
､
建
安
詩
人
に
と
っ
て
は
す

で
に
､
特
別
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
け
れ
ど
も
､
劉
櫨

の
こ
れ
ら
の
叙
景
表
現
の
中
身
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
､
常
時
に
あ

っ
て
は
や
は
-
､
斬
新
な
例
で
あ

っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
､
そ
こ
で
も
ま
た
､

一
見
ど
こ
に
で
も
あ

る
よ
う
な
､
平
易
な
､
し
か
し
､
詩
歌
文
学
の
世
界
で
は
ま
だ
そ
の

位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
推
測
さ
れ
る
語
糞
が
多
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
.
す
な
わ
ち
､
｢英
二
｣
の

｢素
案
｣
､
｢滑
徐
幹
｣

の

｢細
柳

･
方
塘

･
軽
業
｣
は
､
未
だ
特
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
興

さ
れ
て
い
な
い
､
い
わ
ば
白
紙
の
状
態
に
あ
る
語
免
だ
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
､

｢滑
徐
幹
｣
の

｢飛
鳥
｣
は
､

建
安
詩
人
が
好
ん
で
用
い
る

語
柔
で
は
あ
る
の
だ
が
､
幅
贋
-
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し

て
､
固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
の
結
び
つ
き
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
､
は
じ
め
に
畢
げ
た
語
童
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
認

め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

た

だ

'

｢英
二
｣
の

｢庶
路
｣
に
つ
い
て
は
､
伊
藤
氏
が
指
摘
す

る
と

お

-
､
｢古
詩
十
九
首

･
其
十
三
｣
に
､
｢自
楊
何
ぞ
蒲
蒲
た
る
､

松
柏
贋
路
を
爽
む
｡
下
に
陳
死
の
人
有
-
､
杏
杏
と
し
て
長
碁
に
都

劉
禎
贈
答
詩
論

(亀
山
)

-
｣
と
い
-
先
例
が
あ
る
｡

｢其
二
｣
の
文
脈
か
ら
し
て
も
､
こ

の

叙
景
表
現
か
ら
､
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
連
想
ざ
れ
る
こ
と
は
否
定
で

き

な
い
｡
し
か
し
'
そ
の
こ
と
を
あ
ま
-
強
調
し
す
ぎ
て
も
､
肝
賢
な

鮎
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
'

も
っ
と
重
要
な
の
は
､

｢素
葉
風
に
随
い
て
起
こ
-
､

虞
路
挨
塵
を

揚
ぐ
｣
と
い
-
詩
句
が
喚
起
す
る
映
像
の
確
か
さ
だ
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
映
像
性
の
高
さ
は
､
た
と
え
ば

｢古
詩
十
九
首
｣
の

｢虞
路
｣

を
用
い
た
句
-

特
定
の
観
念
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
に
注
意
し
よ

う
ー

な
ど
と
は
-
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
｡
そ
の
こ
と
を
見
落
と

し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
､
｢英
二
｣
の
鑑
賞
は
き
わ
め
て
不
十
分
な

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は

｢滑
徐
幹
｣
の
叙
景
表
現
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
そ

こ
に
繰
-
贋
げ
ら
れ
る
の
も
ま
た
､
な
に
は
さ
て
お
き
t

T
場
の
鮮

か
な
映
像
な
の
だ
｡
劉
櫨
が
そ
こ
で
'
固
定
し
た
連
想
に
結
び
つ
き

に
-
い
､
白
紙
の
状
態
に
あ
る
語
条
を
選
揮
し
て
い
る
の
も
､
結
局

は
､
自
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
映
像
を
創
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
理

解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

そ
う
し
た
映
像
を
享
受
者
の
前
に
差
し
出
す
と
い
-
こ
と
が
ま
た
､
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｢其
二
｣
｢滑
徐
幹
｣
の
方
法
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡

だ
が
､
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
､
劉
櫨
は
自
ら
の
映
像
に
い
か
な

る
債
値
を
認
め
て
､
そ
れ
を
相
手
に
差
し
出
す
の
だ
ろ
う
か
｡

そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
､
は
な
は
だ
興
味
深
い
の
が
､
同
じ

時
期
に
作
ら
れ
た
公
許
詩
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
叙
景
表
現
で
あ
る
｡

嘉
木
凋
緑
葉

芳
草
織
紅
紫

芙
蓉
散
其
華

菌
苔
溢
金
婚

明
月
澄
清
景

列
宿
正
参
差

秋
蘭
被
長
坂

朱
筆
冒
緑
地

帯
魚
躍
晴
渡

好
鳥
鳴
高
校

しば

嘉
木
に
は
緑
の
菓

凋

み

はそ

芳
草
に
は
紅
の
祭

徹

し

芙
蓉
は
其
の
華
を
散
ら
し

はす
の
は
な

菌
苔
は
金
婚
に
溢
る

た
た

明
月

清
景
を
漂
え

列
宿

正
に
参
差
た
-

秋
蘭

長
き
坂
を
被

い
お
お

朱
筆

緑
の
池
を
冒

-

滞
魚

活
き
波
に
躍
-

好
鳥

高
枝
に
鳴
-

(陳
琳

｢遊
覚
｣)

(劉
禎

｢公
誰
詩
｣)

(q
Lu植

｢
公
謹
詩
｣)

こ
れ
ら
は
､
映
像
性
の
高
さ
と
い
-
こ
と
だ
け
な
ら
ば
､
劉
楯
の

｢英
二
｣
｢滑
徐
幹
｣
の
例
に
そ
れ
ほ
ど
ひ
け
を
と
ら
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡

し
か
し
､

少
な
-
と
も
以
下
の
鮎
で
､
｢其
二
｣

｢滑
徐
幹
｣
の
叙
景
表
現
と
は
封
照
的
で
あ
る
.

ま
ず
､
素
材
と
し
て
､
美
的
な
対
象
が
厳
選
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
語
嚢
に
つ
い
て
は
､
そ
の
ま
ま
で
は

ニ

ュ

ー
ト
ラ
ル
な

｢木

･
草

･
塘

･
景

･
波

･
鳥
｣
等
に
は
､
美
的

債
値
を
付
輿
す
る
語
を
冠
し
て
'
｢嘉
木

･
芳
草

･
金
婚

･
清
景

･

清
波

･
好
鳥
｣
と
し
て
い
る
の
が
目
に
つ
-
｡
ま
た
'
句
レ
ベ
ル
で

は
､
封
句
の
形
式
に
構
成
し
な
お
し
て
､
美
を
強
調
し
て
い
る
-
･‥
｡

公
訴
詩
の
叙
景
が
提
示
す
る
映
像
の
債
値
は
'
要
す
る
に
'
(美
)

に
あ

っ
た
と
い
え
る
｡

だ

が
'

(
美
)
に
は
な
ぜ
債
値
が
あ
る
の
か
｡

簡
単
に
答
え
ら
れ

る
問
題

で
は
な
い
の
だ
が
､
詩
歌
史
の
展
開
を
辿

っ
て
い
-
と
き
､

(
美
)
が
き
わ
め
て
高
度
な
普
遍
性
を
備
え
て
い
る
鮎
に
大
き
な
意

義
か
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

一

般
論
と
し
て
い
え
ば
､

(美
)
ほ
ど
､

時
代
や
地
域
や
階
層
を
越
え

て
､
鹿
範
な
人
間
の
共
感
を
喚
び
起
こ
せ
る
も
の
は
な
い
｡
建
安
年

間
は
､

(美
)
の
債
値
が
深
-
認
識
さ
れ
､

そ
れ
が
は
じ
め
て
意
識
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的
に
､
文
人
集
園
の
文
学
活
動
の
基
本
に
据
え
ら
れ
た
時
代
で
あ

っ

た
が

(『典
論
』
｢論
文
｣
の
｢詩
賦
欲
麗
｣
を
想
起
し
よ
う
)､
そ
の
主
要

な
理
由
の
ひ
と
つ
は

(
美
)
の
有
す
る
普
遍
性
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
｡

こ
れ
ら
公
議
詩
の
叙
景
表
現
と
の
対
比
に
よ
っ
て
､
｢英
二
｣
｢滑

徐
幹
｣
の
叙
景
表
現
の
特
異
さ
が
い
よ
い
よ
際
だ
つ
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
は
何
ら
か
の
色
付
け
を
す
る
よ
う
な
形
容
語
の
使

用
は
極
力
抑
え
ら
れ
､
封
句
形
式
も
ま
っ
た
-
採
用
さ
れ
て
い
な
い
｡

描
き
出
さ
れ
る
の
は
､
い
っ
て
み
れ
ば
､
い
か
に
も
あ
-
そ
う
な
､

あ
-
ふ
れ
た
情
景
な
の
だ
｡
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
｡
公
諦
詩
の
例
と
-
ら
べ
る
と
､
作
者
は
ま
る
で
自
ら
の
叙
景
に
､

詩
表
現
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
に
必
要
な
債
値
を
付
輿
す
る
こ
と
を
､

頑
な
に
拒
ん
で
い
る
み
た
い
で
は
な
い
か
｡

い
や
､
ま
さ
に
そ
の
と
お
-
な
の
で
あ
る
｡
読
者
の
前
に
差
し
出

さ
れ
た
映
像
に
､
詩
表
現
と
し
て
の
債
値
が
あ
ら
か
じ
め
付
興
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
な
ぜ
そ
う
し
た
映

像
が
差
し
出
さ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
､
結
局
の
と
こ
ろ
'
作
品
世
界

で
主
線
が
そ
う
し
た
映
像
に
心
を
動
か
さ
れ
た
と
す
る

一
事
を
清
い

剖
禎
謄
答
詩
論

(亀
山
)

て
あ
る
ま
い
.
(｢滑
徒
弟
三
首
｣
へ英
二
)
の
｢松
｣
の
よ
う
に
'
比
興
性

に
映
像
の
債
値
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡)
主
鰻
の
眼
差

し
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
｡
映
像
の
確
か
さ
が
希
求
さ

れ
る
所
以
で
あ
る
｡
作
者
の
期
待
は
'
だ
か
ら
､
享
受
者
に
よ
っ
て

主
鰻
の
眼
差
し
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
だ
｡
そ
れ
は
､
作
者
の
感
性
が

受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
そ
の
と
き
は
じ
め
て
､

映
像
に
あ
る
債
値
が
生
じ
る
｡
そ
れ
こ
そ
が
､
猪
自
な
叙
景
表
現
に

か
け
た
､
劉
楯
の
企
圏
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡

よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､

『詩
晶
』
上
品
で
は
､

劉
櫨
を
､

よ

⑨

｢束
に
佼
-
て
奇
を
愛
す
｣
と
許
し
て
い
る

｡

だ
が
､
鍾
燦
は
､
何

を
も
っ
て

｢奇
を
愛
す
｣
と
い
っ
た
の
か
｡
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
試

み
た
の
は
､
劉
櫨
が
執
着
し
た

｢奇
｣
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
､
作

品
に
即
し
て
検
認
す
る
作
業
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
.
そ
の
際
､

わ
け
て
も
滑
答
詩
の
な
か
に
'
｢奇
｣
の
諸
相
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
だ

が

､

そ
の
こ
と
は
す
こ
し
も
異
と
す
る
に
足
-
な
い
｡

｢寄
｣
な
る

要
素
に
富
む
詩
歌
作
品
を
受
け
と
め
う
る
と
期
待
さ
れ
る
享
受
者
は



中
国
文
畢
報

第
四
十
七
射

お
の
ず
と
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
､
そ
の
鮎
か
ら
み
て
贈
答
詩

の
有
利
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
｡

さ
て
こ
そ
劉
櫨
は
､
滑
答
詩
に
お
い
て
し
ば
し
ば
､
そ
の
顎
生
の

営
初
か
ら

一
貫
し
て
他
者
と
の
連
帯
を
大
原
則
と
し
て
き
た
詩
歌
文

学

の
俸
統
的
な
在
-
方
か
ら
自
由
で
あ
-
え
た
｡
他
者
に
手
を
差
し

伸
べ
て
連
帯
を
求
め
る
よ
-
も
､
作
品
と
し
て
の
自
律
性
の
追
究
､

あ
る
い
は
ひ
た
む
き
な
自
己
提
示
'
は
な
は
だ
し
き
は
告
白
を
､
劉

積
は
謄
答
詩
に
よ

っ
て
行
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
の
先
に
は
も

モ
ノ
P-グ

う
､
他
者
と
の
断
絶
の
自
覚
に
立

つ
詩
-

た
と
え
ば

滞

日

と

し
て

の
詩
-

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
｡
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
､
詩
歌
史
は
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
き
わ
め
る
は
ず
だ
｡

も
ち
ろ
ん
､
文
人
集
圏
と
し
て
の
文
学
活
動
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
建
安
詩
人
の

一
人
で
あ
る
劉
糠
に
､

そ
こ
ま
で
の
要
求
を
す
る
の
は
無
理
な
話
で
は
あ
る
｡
し
か
し
､
劉

櫨
が

｢
奇
を
愛
し
｣
た
こ
と
に
よ

っ
て
､
詩
歌
史
の
韓
換
を
促
す
ひ

と

つ
の
歯
車
に
な
-
え
た
こ
と
は
疑
え
な
い
｡
そ
れ
も
ま
た
､
稀
有

な
個
性
と
贈
答
詩
と
い
-
新
興
の
詩
歌
ジ
ャ
ン
ル
と
の
､
あ
る
意
味

で
は
幸
福
な
出
遅
い
が
あ

っ
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

註

①

拙
稿

｢建
安
詩
人
に
よ
る
送
別
の
贈
答
詩
に
つ
い
て
｣
(『
日
本
中
国

学
合
報
』
第
四
十

一
集

･
一
九
八
九
年
)
お
よ
び

｢建
安
年
間
後
期
の

曹
植
の

(
脚
答
詩
)
に
つ
い
て
｣
(『小
閑
文
隼
報
』
第
四
十
二
筋

･
l

九
九
〇
年
十
月
)

④

劉
櫨
に
封
す
る
従
来
の
計
債
に
つ
い
て
は
､
王
運
照

｢談
前
人
封
劉

柚
詩
的
誹
償
｣
(『古
代
文
学
理
論
研
究
』
第
十
四
輯

･
上
海
古
籍
出
版

祉

丁
九
八
九
年
十
二
月
)
参
照
O

④

沈
徳
潜

『古
詩
淋
』
(奄
六
)
‥
｢
肘
人
之
作
通
用
比
鰹
､
亦
是

l
格
｡｣

④

た
と
え
ば
李
南
岡
氏
は
'
『漢
貌
六
朝
詩
鑑
賞
集
』
(人
民
文
学
出
版

社

一
九
八
五
年
)
所
収

｢劉
櫨

《
肘
従
弟
》
(其
二
)
賞
析
｣
で
'
｢
こ
の

詩
は
詩
題
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
に
脚
答
詩
で
あ
る
が
'
詩
の
題
材
や
表

現
形
式
か
ら
い
え
ば
､
詠
物
詩
と
み
な
す
べ
き
で
あ
あ
o｣
と
い
い
へ
方

明
光
氏
も
『古
詩
侮
』
(上
梅
古
籍
出
版
社

1
九
九
二
年

7
月
)
で
'
(英

二
)
の
詠
物
性
を
屯
配
し
た
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
｡

ま
た
'
川
令
康
三
氏
は
､
『鑑
賞
中
国
の
古
典

･
文
選
』
(角
川
書
店

一
九
八
八
年
)
で
'
(英
二
)
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
O
｢詩
題
を

見
る
と
確
か
に
胎
答
詩
で
あ
る
け
れ
と
も
､
詩
の
内
容
そ
の
も
の
は
う

も
っ
ぱ
ら
松
だ
け
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
t
の
ち
の
轡
染
の
時
期
に

鵜
ん
に
起
こ
る
｢詠
物
詩
｣
と
同
じ
鰭
我
と
い
っ
て
しよ
い
｡
も
っ
と
も
'

南
朝
の
宮
廷
で
iLC
な
わ
れ
Ljそ
れ
が
'
室
内
外
の
物
の
描
出
に
手
並
み

を
競
い
合
っ
た
の
し
一異
な
-
'
こ
の
松
は
明
ら
か
LJP人
物
の
比
暁
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
詩
の
本
文
は
詩
題
と
相
伐
っ
て
'
従
弟
の
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人
格
'
な
い
し
は
徒
弟
に
か
-
あ
れ
か
し
と
い
う
人
格
を
､
言
お
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡｣

⑨

鈴
木
説
で
有
力
な
根
嫁
と
さ
れ
る
の
は
'
第
二
十
句
｢
姶
爾
新
詩
文
｣

で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
鈴
木
氏
は
'
そ
こ
に
あ
る

｢
爾
｣
と
い
う
二
人
栴

代
名
詞
に
着
目
し
'
そ
れ
が
曹
基
に
向
か
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す

る
な
ら
'
そ
れ
は
押
れ
親
し
み
過
ぎ
て
い
て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
'

他
の
用
例
を
も
示
し
っ
つ
強
調
し
た
｡

そ
れ
に
封
し
て
伊
藤
正
文
氏
は
'
ま
ず
王
架

｢
薙
詩
｣
の

｢排
御
不

能
去
'
仔
立
望
爾
形
｣
を
反
詮
と
し
て
畢
げ
'
そ
れ
は
曹
基

｢
芙
蓉
池

作
｣
に
感
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
こ
で
の

｢
爾
｣
は
管
玉
を
指
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
'
劉
槙
が

｢
爾
｣
を
管
玉
に
封
し
て
用
い
て

も
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
へ
鈴
木
説
に
反
論
を
加
え
た

(｢劉
櫨
詩
論

考
｣
･
『
近
代
』
五
十

一
統

･
l
九
七
六
年
)0

こ
の
伊
藤
氏
の
反
論
は
､
し
か
し
'
成
立

し
に
-
い
と
思
う
｡
と
い

う
の
は
'
玉
条
の
そ
の
詩
は
､
普
通
は
'
曹
基
の
詩
に
鷹
じ
た
の
で
は

な
-
て
'
曹
植

｢
滑
王
条
｣
に
答
え
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
､
そ
れ
は
と
も
か
-
と
し
て
､
そ
こ
で
の
｢
爾
｣
が
賓
は
'
直

接
曹
椎
に
向
か
っ
て
呼
び
掛
け
た
も
の
で
は
な
-
て
'
直
接
的
に
は
樹

上
に
猪
-
巣
-
う
鳥
に
向
か
っ
て
護
し
た
言
葉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
o

ま
た
伊
藤
氏
は
さ
ら
に
'
第
八
句

｢
歩
祉
慰
我
身
｣
の
｢歩
祉
｣
が
､

J
r'
r)

『
左
俸
』
昭
公
七
年
の

｢
今
君
若
歩
玉
祉
'
辱
見
寡
君

-
･
｣
に
由
来

す
る
語
で
'
｢
歩
祉
｣
の
主
鮭
か
魯
君
を
指
す
と
こ
ろ
か
ら
､

｢

歩
祉
｣

は
管
玉
に
射
し
て
使
わ
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
と
主
張
し
た
か
'
こ
れ
も

劉
横
腹
答
詩
論

(亀
山
)

確
賓
な
反
詮
に
は
な
-
に
く
い
よ
う
に
思
う
｡

と
い
う
の
は
'
わ
た
-
L
は
､
わ
ず
か
に
時
代
は
下
が
る
が
'
艦
頭

｢
典
侍
郎
曹
長
思
書
｣
(『文
選
』
巻
四
十
二
)
に
'
｢
幸
有
責
生
'
時

歩
王
祉
'
樵
蘇
不
興
､
清
談
而
己
｡｣
(幸
い
に
豪
君
が
時
折
､
立
ち
寄

っ
て
-
れ
ま
す
｡
で
も
､
食
事
の
も
て
な
し
は
せ
ず
､
俗
世
を
超
越
し

た
話
を
す
る
ば
か
-
で
す
｡)
と
あ
る
方
が
'
常
時
の

｢
歩
祉
｣
の
用

法
を
知
る
う
え
で
は
､
よ
-
重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
O
書
簡
の

中
で
艦
頭
は
､
｢歩
祉
｣
を
､
自
分
と
は
封
等
以
下
の
友
人
が
自
分
を

訪
問
し
て
-
れ
た
こ
と
を
い
う
の
に
用

い
て
い
る
｡
｢歩
祉
｣
と
い
う

語
は
確
か
に
'
元
来
は

『
左
停
』
に
基
つ
-
の
だ
ろ
う
が
'
そ
れ
は
時

代
の
経
過
に
つ
れ
て

一
種
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
し
て
い
る
わ

一

け
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
自
腹
は
､
言
語
に
と
っ
て
別
段
珍
し
い
現
象

か

で
は
な
い
｡
言
葉
の
出
典
を
確
か
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
が
'

一

言
葉
が
生
き
物
で
あ
る
か
ぎ
-
'
柔
軟
な
封
艦
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

示
す
'
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
例
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡

李
善
は

｢其
三
｣
を
'
曹
石
が
孟
津
に
駐
留
し
て
い
た
と
き

(建
安

二
十
年
)
の
作
と
す
る
O

こ
の
詩
に
答
え
た
と
推
定
さ
れ
る
徐
幹
の
詩
か
'
胃
頭
の
八
句
た
け

で
は
あ
る
が
'
『重
文
類
釆
』
巻
三
十

一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
o

いくば

典
子
別
無
残

子
と
別
れ
て
幾
-
も
無
-

所
在
末

一
旬

粁
る
所
末
だ

一
旬
な
ら
ざ
る
に

我
思

1
何
篤

我
か
思
い
〓
)何
ぞ
篤
き

其
愁
如
三
春

其
の
愁
は
三
春
の
如
し
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維
踏
在
僅
尺

難
渉
如
九
閥

陶
陶
朱
夏
徳

草
木
昌
且
繋

第
四
十
七
筋

路
は
間
尺
に
在
-
と
柾
も

渉
-
難
き
こ
と
九
閥
の
如
し

陶
陶
た
る
朱
夏
の
徳

草
木

昌
ん
に
し
て
且
つ
無
し

⑧

さ
ら
に
時
代
が
降
る
と
'
『
奮
唐
書
』
｢
王
播
俸
｣
に
も
'
｢
(王
播
)

0
0

0
0

天
性
勤
於
更
事
､
債
務
墳
委
'
背
更
盈
廷
取
決
'
簿
書
椎
葉
盈
凡
'
他

人
若
不
堪
勝
'
而
播
用
此
為
適
｡｣
と
見
え
る
O

⑨

『
詩
晶
』
に
お
け
る
批
評
用
語

｢
奇
｣
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
'
輿

膳
宏
氏

｢
『文
心
髄
諸
』
と
『
詩
品
』
の
文
筆
観
の
封
立
｣
(『吉
川
博
士

退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
一
九
六
八
年
t
の
ち

『中
国
の
文
学
理
論
』

筑
摩
書
房

7
九
八
八
年
に
収
錬
)
参
照
｡


