
せ
る
自
居
易
と
の
関
係
､
及
び
'
詩
中
で
何
度
も
用
い
ら
れ
る
杜
甫

の
詩
を
典
接
と
す
る
表
現
か
ら
窺
わ
れ
る
杜
甫
と
の
関
係
を
も
指
摘

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

い
さ
さ
か
あ
ら
探
し
的
な
批
評
に
終
始
し
て
し
ま

っ
た
が
､
本
書

全
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
､
作
品
を
よ
-
諌
み
込
ん
だ
詳
細
な

考
察
を
読
み
進
め
て
い
-
と
､
筆
者
が
常
に
蘇
餌
の
作
品
と

｢
理
｣

と
の
関
わ
-
に
､
強
い
問
題
意
識
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ

る
｡
そ
れ
は
杭
州
通
刑
期
の
よ
う
に
､
詩
の
表
面
で

｢理
｣
に
言
及

す
る
こ
と
が
少
な
い
時
期
を
論
じ
る
部
分
に
お
い
て
も
､
底
流
と
し

て
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
蘇
覇
の
よ
う
に
'
詩
に
お
い
て
も
議

論
や
抽
象
的
な
概
念
を
展
開
す
る
こ
と
の
多
い
詩
人
の
作
品
を
恵
む

場
合
､
｢
理
｣
と
の
関
わ
-
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
､

一
つ
の

有
意
義
な
方
法
で
あ
ろ
う
し
､
本
書
で
も
十
分
な
成
果
を
上
げ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
｡
讃
み
な
が
ら
蘇
銭
の

｢
理
｣
の
捉
え
方
に
つ
い
て
'

多
-
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
｡
筆
者
が
本
書
で
は
取
-
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
黄
州
以
後
の
蘇
餌
の
作
品
に
つ
い
て
も
､
同
様
の

親
鮎
を
も
と
に
さ
ら
に
考
察
を
進
め
ら
れ
､
そ
の
成
果
を
公
表
し
て

-
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
｡

(湯
湧
陽
子
)

書

評

丸
尾
常
吉

『魯
迅

｢人
｣
｢鬼
｣
の
葛
藤
』

東
京

岩
波
書
店

一
九
九
三
年
十
二
月

三
三
五
頁

■

魯
迅
の
作
品
に
は
紹
興
の
土
の
に
お
い
が
し
み
つ
い
て
い
る
｡
そ

れ
も
､
数
千
年
に
わ
た
る
歴
史
の
な
か
で
醸
し
出
さ
れ
た
か
び
臭
い

に
お
い
で
あ
る
｡
紹
興
に
は
夏
王
朝
の
始
租
と
い
わ
れ
る
高
を
祭

っ

た
廟
が
あ
-
､
春
秋
時
代
に
は
越
王
勾
践
が
こ
こ
に
国
都
を
定
め
て

い
る
｡
そ
こ
は
､
か
つ
て
江
南
地
方
を
と
-
し
き
っ
た
枢
要
の
地
の

一
つ
で
あ

っ
て
､
古
来
'
多
-
の
人
材
を
輩
出
し
た
(
人
文
の
淵
薮
)

で
も
あ

っ
た
O

魯
迅
は
そ
う
し
た
古
都
に
奮
家
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
､
そ
の
こ

ろ
は
ま
だ
､
高
級
官
吏

へ
の
登
龍
門
で
あ

っ
た
科
挙

へ
の
鷹
試
を
目

的
と
す
る
受
験
勉
強
に
励
ん
だ
｡
だ
が
､
常
時
は
す
で
に
政
権
の
屋

董
骨
が
崩
れ
か
け
て
い
た
清
朝
の
末
期
で
あ
-
､
彼
も
そ
の
よ
う
な

時
代
の
風
潮
の
も
と
で
､
新
式
の
学
校
に
修
学
の
道
を
求
め
､
新
し

い
学
問
を
め
ざ
し
て
日
本

へ
留
学
す
る
こ
と
に
な
る
｡
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そ
の
結
果
､

魯
迅
は
中
国
の
停
統
融
合
に
根
付
い
た
制
度
や
文
化

に
強
い
疑
問
を
抱
-
よ
う
に
な
る
が
､
し
か
し
､
そ
の
こ
と
は
魯
迅

と
蕃
文
化
と
の
隔
絶
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
O
後
に
は
中
国
の

古
典
研
究
を
専
業
と
し
て
大
学
の
講
壇
に
立
ち
､
多
-
の
優
れ
た
業

績
を
公
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
､
彼
は
そ
の

五
十
五
年
の
生
涯
を
通
じ
て
､
か
び
臭
い
土
の
に
お
い
と
意
識
的
に

付
き
合
う
道
を
選
ん
で
い
る
｡

丸
尾
氏
の

『魯
迅
』
は
､
こ
の
紹
興
の
土
の
に
お
い
に
､
こ
れ
ま

で
の

(魯
迅
寧
)
の
結
晶
を
総
動
員
し
て
ぶ
つ
け
ー
そ
れ
に

｢歴
史

学
､
思
想
史
学
､
宗
教
学
､
民
俗
学
な
ど
の
研
究
成
果
｣
を
ふ
ま
え

な
が
ら
魯
迅
文
学
の
意
義
を
あ
き
ら
め
､
そ
こ
か
ら
中
国
の
社
食
や

文
化
を
講
み
と
る
キ
ー
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
労
作
で
あ

っ
て
､
著

書
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
､
奮
説
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
仮
説
が
提
示

さ
れ
て
い
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
仮
説
は
作
者
の
霊
感
に
よ
っ
て
､
あ
る
瞬
間
に
忽
然

と
ひ
ら
め
-
も
の
で
は
な
い
｡
丸
尾
氏
は
本
書
以
前
に
､
魯
迅
が
中

国
小
説
史
の
入
門
書
と
し
て
記
し
た

『中
国
小
説
的
歴
史
的
襲
遷
』

に
詳
細
な
評
注
を
施
し
､
そ
れ
を

『中
国
小
説
の
歴
史
的
襲
遷
』
と

題
し
て
凱
風
社
か
ら

一
九
八
七
年
に
出
版
し
た
｡
ま
た
'

一
九
八
五

年
に
刊
行
さ
れ
た
学
研
社
版

｢魯
迅
全
集
｣
で
は
､
『
内
戚
』
や

『紡

復
』
に
収
録
さ
れ
た
魯
迅
小
説
の
研
茅
を
丸
山
昇
氏
と
と
も
に
捨
常

し
て
､
そ
れ
に
も
必
要
な
注
解
と
解
題
を
加
え
て
い
る
｡
そ
し
て
同

年
､
魯
迅
の
生
涯
に
わ
た
る
概
説
書
と
し
て
定
評
の
あ
る

『魯
迅

花
の
た
め
腐
草
と
な
る
』
を
集
英
社
か
ら
公
刊
し
て
い
る
｡

著
者
は
､
魯
迅
研
究
に
関
す
る
こ
う
し
た
地
味
な
作
業
を
繰
-
近

し
な
が
ら
､
他
方
で
は
魯
迅
に
つ
い
て
の
数
多
-
の
考
察
を
次
々
に

論
文
と
し
て
軍
表
､
そ
れ
ら
を
系
統
的
に
ま
と
め
た

『魯
迅
と
俸
銃

に
関
す
る
基
礎
的
考
察
』
を
､
学
位
訴
求
論
文
と
し
て

一
九
九

一
年

に
東
京
大
学

へ
提
出
し
て
い
る
｡
本
書
の
も
と
に
な

っ
て
い
る
の
は
､

こ
の
学
位
論
文
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
仮
説
に
は
､

そ
の
前
提
と
な
る
綿
密
な
考
譜
が
あ
-
､
そ
れ
は
文
字
ど
お
-
､
微

に
入
-
細
を
穿

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

『第

一
章

｢人
｣
と

｢鬼
｣
-

紹
興
覆
盆
橋
周
氏
と
そ
の
周
遠
』

で
は
､
魯
迅
の
家
系
圏
を
今
日
判
明
す
る
限
-
の
資
料
を
使

っ
て
詳

細
に
圏
示
し
､
中
閥
の
停
統
社
合
で
家
系
を
維
持
す
る
こ
と
の
意
味

と

｢鬼
｣
と
の
関
係
を
､
葬
薩
に
関
す
る
民
俗
的
な
措
寓
と
と
も
に
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綿
密
に
再
現
し
よ
う
と
試
み
る

(
一
｢人
｣
｢鬼
｣
の
関
係
)｡
ま

た

､

少
年
時
代
の
魯
迅
が
親
し
ん
だ
演
劇
の
中
か
ら
､
『紹
興
日
蓮
戯
』

に
つ
い
て
そ
の
草
生
か
ら
昔
時
の
上
演
風
景
に
ま
で
ふ
れ
､
そ
れ
が

彼
の
小
説
世
界
と
密
接
な
か
か
わ
-
が
あ
る
こ
と
を
､
王
環
氏
や
夏

済
安
氏
の
説
を
手
が
か
-
と
し
て
示
唆
す
る

(二
｢人
｣
｢鬼
｣
の
浸

逮
)
0丸

尾
氏
に
よ
れ
ば
､

｢人
｣
は

｢陽
間
｣
'

｢鬼
｣
は

｢陰
問
｣
に

お
け
る
霊
魂
の
存
在
形
式
で
あ
-
､
｢陰
間
｣
で
の
｢鬼
｣
の
生
活
は
､

彼
ら
の
子
孫
が
｢陽
間
｣
よ
-
迭
-
と
ど
け
る
食
物
･衣
服
(｢紙
衣
｣)
･

金
銀
な
ど
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
租
先
の
塞

(鬼
)

を
祭
る
者
は
男
子
を
後
嗣
と
す
る

1
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
､

後
嗣
を
放
き
､
祭
妃
を
う
け
る
こ
と
の
で
き
な
い

｢鬼
｣
は
､

｢陰

間
｣
で
悲
惨
な

｢生
活
｣
を
迭
る
こ
と
に
な
る
｡

魯
迅
が
少
時
に
親
し
ん
だ

『紹
興
日
蓮
戯
』
は
'
｢併
陀
の
も
と
で

修
行
し
､
神
通
力
を
得
た
日
蓮
｣
が
､
餓
鬼
遠
に
堕
ち
た
母
を
､
孟

蘭
盆
の
供
養
に
よ
っ
て
救
済
す
る
演
劇
で
あ
る
が
､
丸
尾
氏
は
ま
ず
､

さ
ま
ざ
ま
な
史
料
や
研
究
書
を
駆
使
し
て
､
こ
の

『紹
興
日
蓮
戯
』

に
つ
い
て
の
詳
密
な
考
護
を
行
う
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､
読
者
は
少
年

書

評

魯
迅
の
紹
興
に
お
け
る
文
化
生
活

(停
統
社
台
)
の
一
部
を
､

いな
が

ら
に
し
て
追
鮭
験
で
き
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
｡

二

『第
二
章

隔
絶
と
寂
実
-

孔
乙
己
の
後
影
』
は
､
科
琴
で
の
登

第
を
夢
見
な
が
ら
､
結
果
的
に
は
そ
の
制
度
の
犠
牲
と
な

っ
た

『孔

乙
己
』
の
論
で
あ
-
'
『第
四
章

現
福
と
救
済
-

群
林
姪
の
死
』

は
､
奮
時
の
下
層
社
食
で
寡
婦
と
な

っ
て
悲
惨
な
生
涯
を
終
え
た
辞

林
娘
を
主
人
公
と
す
る

『疏
福
』
の
作
品
論
で
あ
る
｡
両
作
品
と
も

に
､
中
開
の
停
統
敵
合
が
生
み
出
し
た
特
有
の
没
落
知
識
人
な
ら
び

に
寡
婦
を
作
品
の
主
人
公
と
す
る
が
､
彼
ら
の
悲
劇
は
､
丸
尾
氏
が

第

一
章
で
執
勘
に
論
じ
た

｢鬼
｣
と
の
関
係
で
読
み
輝
か
れ
る
｡

孔
乙
己
は
､
科
挙
の
受
験
に
失
敗
し
て
憤
死
し
た
鬼
を
意
味
す
る

『
日
蓮
戯
』
の

｢科
場
鬼
｣
､

辞
林
煙
は
､

再
婚
し
た
た
め
に
､
冥

界
で
魂
の
安
楽
を
得
ら
れ
な
-
な

っ
た
と
迷
信
す
る
寡
婦
の
生
涯
で

あ
る

｡
い
ず
れ
の
作
品
も
､
作
者
の

｢主
要
な
意
園
は
､
苦
境
に
あ

る
人
間
に
た
い
す
る

1
般
社
食
の

｢涼
薄
｣
を
措
-
と
こ
ろ
に
あ

っ

た
｣
と
丸
尾
氏
は
い
う
｡
｢涼
薄
｣
は
'
｢無
関
心
､
冷
淡
'
薄
情
な
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ど
の
意
味
を
持
つ
語
｣
で
あ
る
O

二
作
品
に
た
い
す
る
こ
の
よ
-
な
評
債
白
燈
は
け
っ
し
て
新
し
い

も
の
で
は
な
い
｡
同
様
の
見
解
と
し
て
は
､
た
と
え
ば
､
片
山
智
行

氏
が
『孔
乙
己
』
に
つ
い
て
､
｢他
人
の
苦
し
み
を
苦
し
み
と
感
じ
な

い
民
衆
の
存
在
｣
(『魯
迅
の
-
ア
リ
ズ
ム
｢孔
子
｣
と
｢阿
Q
｣
の
死
闘
』
､

l
九
八
五
年
'
三
1
書
房
)
と
い
い
､
『硯
幅
』
に
関
し
て
も
､
｢姑
か

ら
も
､
読
書
人
階
級
の
雇
主
か
ら
も
､
廻
-
の
民
衆
か
ら
さ
え
も
､

意
識
的
無
意
識
的
に
し
い
た
げ
ら
れ
た
辞
林
娘
の
悲
劇
｣
(同
上
)
と

記
し
て
い
る
｡
表
現
は
異
な
っ
て
も
､
作
品
分
析
の
硯
鮎
は
基
本
的

に

一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡

こ
こ
で
の
丸
尾
氏
の
分
析
の
特
色
は
､
そ
れ
を

｢鬼
｣
と
の
関
連

で
考
覆
し
た
こ
と
で
あ
る
.
そ
の
た
め
に
氏
は
､
『論
語
』
『有
子
』

『荘
子
』
『
周
易
』
『薩
記
』
『中
庸
』
『
左
俸
』
『史
記
』
『
弘
明
集
』

『朱
子
語
数
』
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
『
二
程
遺
書
』
『書
儀
』
『説
苑
』

『劉
宣
人
作
感
鷹
篇
集
注
序
』
『
日
知
録
』
『近
思
録
』
『破
邪
詳
梓
』

『柳
欝
志
異
』
と
い
っ
た
中
国
の
典
籍
を
縦
横
に
引
用
L
t
さ
ら
に
､

内
外
の
魯
迅
研
究
文
献
や
中
国
文
化
を
論
じ
た
数
多
-
の
研
究
書
を

援
用
し
な
が
ら
'
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
説
き
来
た
-
説
き

去
ろ
う
と
す
る
o

ま
た
､
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
現
れ
た
人
物
や
用
語
に
つ
い
て
も
､

精
密
な
注
樺
が
施
さ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
孔
乙
己
が
書
物
を
盗
ん
で

折
催
さ
れ
た
こ
と
を
抑
捻
さ
れ
た
と
き
へ
彼
は
｢君
子
国
よ
-
窮
す
｣

と
口
走

っ
た
が
､
そ
の
言
葉
の
解
樺
は
出
典
と
な
っ
た

『
論
語
』
と

の
関
連
で
考
察
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢君
子
固
窮
｣
の
解
樺
に
は
､

何
畳
に
よ
る
奮
注
と
朱
子
に
よ
る
新
注
な
ら
び
に
新
注
の
引
-
程
子

の
説
が
あ
る
こ
と
'

そ
し
て
そ
れ
が
使
用
さ
れ
た

『
史
記
』

｢孔
子

世
家
｣
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や

『
孟
子
』
で
の
解
樺
が
引
用
さ
れ
'
最
後

に
'
孔
乙
己
が

｢文
語
文
で
組
立
て
ら
れ
た
彼
の
観
念
世
界
で
こ
そ
､

自
由
｣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
'
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
O

民
衆
の
な
か
で
､
孔
乙
己
の
頭
脳
に
た
-
わ
え
ら
れ
て
い
る

知
識
が
何
の
構
成
も
も
っ
て
い
な
い
こ
と
'
こ
の
こ
と
が
ま
ず

ス
タ
ン
ド
で
立
ち
飲
み
せ
ざ
る
を
え
な
い
孔
乙
己
の

｢寂
莫
｣

を
つ
-

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
孔
乙
己
個
人
の
責

任
と
い
う
に
は
あ
ま
-
に
大
き
な
原
因
に
顎
し
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
彼
の

｢寂
巽
｣
は
､
彼

個
人
の

｢寂
実
｣
と
い
う
よ
-
､
｢聖
人
｣
孔
子
の
｢寂
実
｣
と
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重
な
る
あ
る
大
き
な

｢寂
実
｣
に
は
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

丸
尾
氏
に
よ
れ
ば
､
魯
迅
は
､

｢立
ち
飲
み
客
で
あ
-
な
が
ら
長

衣
を
着
て
い
る
た
っ
た

一
人
の
人
間
｣
孔
乙
己
を
描
-
こ
と
に
よ
っ

て
'
｢中
国
の
俸
統
文
化
､
俸
統
思
想
の
か
か
え
る
重
大
な
困
難
を
､

的
確
に
措
寓
し
て
い
る
｣
の
で
あ

っ
た
｡

こ
れ
は
､

一
例
に
す
ぎ
な
い
｡
丸
尾
氏
の

『魯
迅
』
は
､
全
髄
が

こ
の
よ
う
に
膨
大
な
注
帯
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
-
立

っ
て
お

-
､
そ
れ
は
本
書
の
き
わ
だ

っ
た
特
徴
で
あ
る
と
と
も
に
､
後
逸
す

る
よ
う
に
､
魯
迅
研
究
上
の
別
な
問
題
を
も
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ

る
｡

三

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
､
丸
尾
氏
は
本
書
に
お
い
て
い
-
つ
か
の

仮
説
を
提
示
し
て
い
る
｡
そ
の
一
つ
は
阿
Q
=
阿
鬼
の
説
で
あ
-
､

第
三
章
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
本
章
は

｢主
人
公
の
名
前
に

つ
い
て
の
考
讃
｣
で
あ
-
､
｢
そ
の
考
護
に
よ
っ
て
｢阿
Q
正
俸
｣
と

い
う
作
品
の
意
園
､
そ
の
創
作
過
程
､
作
品
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
の
が
目
的
｣
で
あ

書

評

る
と
さ
れ
る
｡
｢特
に

｢阿
Q
｣
正
式
に
は

｢阿

Q
uei｣
と
い
う
人

物
の
名
が
､
｢阿
鬼
｣
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
｣
す
る
こ
と
に
垂
鮎

が
お
か
れ
て
い
る
｡

周
知
の
よ
う
に
'

『阿
Q
正
俸
』
の

｢第

1
章

序
｣
は
､

コ
ミ

カ
ル
な
タ
ッ
チ
で
'
作
者
自
身
が
題
名
の
由
来
を
自
問
自
答
す
る
四

つ
の
考
謹
部
分
か
ら
成
-
立

っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は

一
見
､
魯
迅
が

形
象
す
る
作
品
の
主
人
公
阿
Q
に
つ
い
て
の
､
あ
ま
-
意
味
の
な
い

お
し
ゃ
べ
-
の
よ
う
に
讃
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
だ
が
､
丸
尾

氏
は
'
魯
迅
の
歴
史
小
説

『
理
水
』
の
な
か
で
､

｢南
｣
が

｢馬
｣

で
あ
る
と
い
う
描
寓
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
､
魯
迅
の
師
で
あ

っ
た
文
字
学
者
の
章
柄
麟
に
､
｢馬
｣
が

｢鬼
｣
で
あ
る
と
い
う
説
の

あ
る
こ
と
を
紹
介
､
｢南
=
謁
=

鬼
と
い
う
式
｣
を
組
み
立
て
た
o

魯
迅
自
身
は
､
阿

Q
uei
の

Q
uei
に
相
普
す
る
漢
字
を
､
｢貴
｣

か
も
知
れ
ず
､

｢桂
｣
か
も
知
れ
な
い
が
､

し
ょ
せ
ん
は
不
明
だ
と

述
べ
る
に
と
ど
ま

っ
た
が
､
丸
尾
氏
は
現
代
漢
語
で

｢鬼
｣
の
撃
晋

が
そ
れ
ら
に
通
ず
る
こ
と
も
あ

っ
て
'
｢阿
Q
-
阿
鬼

の
説
｣
を
提

起
す
る
｡
し
か
も
､
そ
の
過
程
で
そ
れ
を
論
琵
す
る
手
績
き
と
し
て
､

魯
迅
と
胡
適
お
よ
び
そ
の
弟
子
顧
嶺
剛
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
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や
乱
棟
に
も
論
及
､
｢阿
Q
=
阿
鬼
の
説
｣
が
補
強
さ
れ
て
い
る
O

丸
尾
氏
の
考
琵
は
､
『
阿
Q
正
停
』
の
舞
墓
と
な
っ
た
｢末
荘
｣
に

も
及
び
'
｢
畏
｣
と

｢鬼
｣
が
同
類
で
あ
る
と
い
う
章
柄
麟
や
沈
乗
之

の
説
を
引
用
し
た
上
で
､
｢未
｣
は
｢畏
｣
の
龍
字
で
あ
る
か
ら
､
｢末

荘
｣
と
は

｢
畏
荘
｣
の
こ
と
で
あ
-
､
｢未
荘
｣
は

｢鬼
荘
｣
､
つ
ま

-

｢幽
霊
の
村
｣
と
同
義
で
あ

っ
た
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
は
か
に
も
､
本
章
で
は
､
さ
ら
に
い
-
つ
か
の
考
護
が
行

わ
れ
て
い
る
｡
魯
迅
の
短
編
小
説

『薬
』
の
｢清
明
節
の
場
面
と
『
日

蓮
戯
』

｢官
民
清
明
｣
と
の
場
の
類
似
は
､

前
者
が
後
者
の
枠
組
み

を
借
-
て
換
骨
奪
胎
し
た

一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
可
能
性
｣
や
､

『
阿
Q
正
博
』
で
､
腹
を
す
か
せ
た
阿
Q
が
尼
寺
の
静
修
魔
に
し
の

び
こ
み
､

大
根
を
盗
ん
で
逃
げ
る
場
面
を
､

『
日
蓮
戯
』
と
封
比
し

つ
つ
､
前
者
が
後
者
の
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
み
な
さ
れ
た
-
す
る
こ
と
等

々
で
あ
る
｡

丸
尾
氏
の
引
用
は
古
今
東
西
に
わ
た
-
､
博
引
努
讃
､

一
鮎
の
疑

問
も
許
さ
な
い
ほ
ど
に
厳
密
で
あ
る
｡
ま
た
､
軍
に
考
謹
の
み
な
ら

ず
､

｢孔
乙
己
｣
｢阿
Q
L
｢辞
林
竣
｣
と
い
-
､
奮
制
度
の
も
と
で

悲
惨
な
生
涯
を
迭

っ
た
主
人
公
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
の
分
析
に
集

約
す
る
形
で
､
賓
際
に
は
魯
迅
の
作
品
全
般
に
わ
た
る
魯
迅
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
｡
創
作
の
み
な
ら
ず
'
評
論
活
動
を
も
含
め
た
魯
迅

の
督
馬
に
つ
い
て
は
､
き
わ
め
て
的
確
な
評
債
が
-
だ
さ
れ
て
い
て
､

そ
こ
に
は
､
こ
れ
ま
で
魯
迅
ひ
と
す
じ
に
研
究
を
績
け
て
こ
ら
れ
た

丸
尾
氏
の
造
詣
が
十
二
分
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

た
だ
し
'
丸
尾
氏
の

『魯
迅
』
に
た
い
し
て
､
筆
者
は
ま
っ
た
-

疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
借
越
で
は
あ
る
が
､
次
に
は
そ
の
こ

と
を
二
､
三
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

四

丸
尾
氏
の

『魯
迅
』
に
は

《
｢人
｣
｢鬼
｣
の
葛
藤
》
と
い
-
副
題

が
つ
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
の

｢人
｣
は
､
『序
章

｢人
｣
｢人
の
園
｣
』

で

『
破
悪
聾
論
』
を
引
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
｡

魯
迅
が

｢捜
し
｣
あ
て
た
の
は
､
強
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化

を
そ
の
根
底
で
さ
さ
え
､
今
自
ら
の

｢偏
向
｣
を
矯
め
つ
つ
あ

る
｢人
｣
で
あ
る
｡
国
民
が
そ
れ
ぞ
れ
に
｢人
｣
と
な
る
､
｢人
｣

の
共
同
に
よ
っ
て

｢人
の
閥
｣
を
つ
-
る
､
中
国
に
新
し
い
生

命
を
生
み
出
す
方
途
は
こ
の
ほ
か
に
な
い
､
と
彼
は
考
え
た
｡
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魯
迅
に
醤
撃
を
捨
て
文
学
に
樽
じ
さ
せ
た
の
は
､
こ
の
よ
う
な

｢立
入
｣
の
理
想
で
あ

っ
た
｡

こ
の

｢立
入
｣
の
理
想
に
つ
い
て
は
､
中
国
で
も
す
で
に
幾
つ
か

の
論
文
が
尊
表
さ
れ
て
お
-
､
本
書
の
注
に
も
そ
の
こ
と
は
記
さ
れ

て
い
る
｡
日
本
留
学
時
代
に
､
魯
迅
が
友
人
と
論
じ
た

｢国
民
性
の

改
造
｣
も
､
お
そ
ら
-
は
そ
の
よ
う
な
方
向
で
考
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
丸
尾
氏
に
よ
れ
ば
､
そ
の
よ
う
な

｢人
｣
に
封

立
す
る
概
念
が

｢鬼
｣
で
あ
-
､
こ
の

｢鬼
｣
と

｢人
｣
と
の
葛
藤

が
魯
迅
の
文
学
的
馨
為
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
.

国
民
が
そ
れ
ぞ
れ

｢人
｣
と
な
-
､
｢人
の
園
｣
を
つ
く
る
｡

魯
迅
の
一
生
を
つ
ら
ぬ
い
た
こ
の
テ
ー
マ
が
､
魯
迅
の
小
説
世

界
に

｢人
｣
の
訣
如
態
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
た
ち
の
姿

-

｢鬼
｣
の
影
像
を
映
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
｢孔
乙
己
も

阿
Q
も
辞
林
嬢
も
｣
そ
の
よ
う
な

｢鬼
｣
で
あ
る
､
と
い
う
の

が
本
書
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
き
た
こ
と
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
魯
迅
自
身
が

｢病
態
社
合
の
不
幸
な
人
び
と
｣

(｢私

は
ど
の
よ
う
に
し
て
小
説
を
書
-
よ
う
に
な
っ
た
か
｣'
一
九
三
三
)
と

呼
ん
だ
人
び
と
を
､
｢鬼
｣
の
影
像
と
い
う
現
鮎
か
ら
考
え
て

書

評

み
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
(『終
章

｢人
｣
｢鬼
｣
の
葛
藤
』)

右
の
よ
う
な
目
的
意
識
を
も
っ
て
'
丸
尾
氏
は
古
今
内
外
に
わ
た

る
膨
大
な
文
献
を
駆
使
し
､
何
よ
-
も
阿

Q
uei
が
阿
鬼
で
あ
る
こ

と
を
讃
明
し
よ
う
と
し
た
.
だ
が
､
そ
の
こ
と
自
腹
は
必
ず
し
も
成

功
し
た
と
は
い
え
な
い
O
な
ぜ
な
ら
'
本
書
が
注
で
引
-
王
堵
氏
が

い
み
じ
-
も
指
摘
し
た
よ
-
に
､
｢魯
迅
が
小
説
を
書
-
さ
い
に
謎

を
し
か
け
て
後
世
の
者
に
考
琵
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
は
ず
が

な
い
｣
と
評
者
に
は
思
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

た
し
か
に
､
魯
迅
は

｢文
字
遊
び
｣
の
好
き
な
人
で
あ

っ
た
｡
だ

が
､
丸
尾
氏
の
考
透
さ
れ
る
よ
う
な

｢南
=

品
=

鬼
と
い
う
式
｣
の

組
み
立
て
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
意
識
を
も

っ
て
魯
迅
が
小
説
を
書

い
た
､

と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
､

さ
ら
に
､
｢畏
｣
と

｢鬼
｣

が
同

類
で
あ
る
と
い
-
葦
柄
鱗
や
沈
乗
之
の
説
か
ら
､
｢未
荘
｣
は

｢畏
荘
｣
の
こ
と
で
あ
-
､
｢未
荘
｣
は

｢鬼
荘
｣
､
つ
ま
-

｢幽
霊

の
村
｣
と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
小
説
に
仮
託
し
た
と
は
思
え
な
い
｡

極
論
す
れ
ば
､
こ
れ
は
丸
尾
氏
の
文
字
遊
び
な
の
で
は
な
い
か
､
と

い
-
疑
問
が
評
者
に
は
あ
る
｡

阿

Q
uei
に
関
し
て
い
え
ば
､
魯
迅
は
文
中
で
せ
い
ぜ
い
｢阿
桂
｣
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と

｢阿
貴
｣
を
あ
て
て
､

さ
も
も

っ
と
も
ら
し
-
考
謹
し
て
見
せ
て

い
る
だ
け
で
あ
-
､
そ
こ
に
こ
そ
魯
迅
の
文
章
が
も
つ
藷
諺
の
妙
が

見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
'
同
文
中
の

｢伐
悌
思
想
裏
有
鬼
似
的
｣
の

｢鬼
｣
は
ま
っ
た
-
別
な
文
脈
で
使
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

魯
迅
に
関
連
す
る
文
章
の
な
か
か
ら
'
あ
ら
ゆ
る

｢鬼
｣
を
動
員
し

て
､

｢阿
Q
=
阿
鬼
の
説
｣
に
政
敵
さ
せ
る
の
は
､

や
や
強
引
で
あ

る
ば
か
-
で
は
な
-
､
そ
の
言
葉
が
全
隆
の
文
脈
に
占
め
る
数
果
を

抹
殺
す
る
､
非
文
撃
的
な
深
讃
み
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

丸
尾
魯
迅
の
本
領
は
､
そ
-
し
た
文
字
あ
わ
せ
に
あ
る
の
で
は
な

-
､
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
あ
ま
-
重
蔵
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
､
奮
中

国
に
お
け
る

｢鬼
｣
の
世
界
を
､
魯
迅
の
い
-

｢国
民
性
｣
形
成
と

の
関
連
で
明
ら
か
に
し
､

そ
れ
を

｢鬼
｣

｢人
｣
の
葛
藤
と
い
う
主

題
に
し
ぼ
-
こ
ん
だ
､
氏
の
深
い
作
品
の
讃
み
に
あ
る
の
で
あ
-
､

従
来
の
魯
迅
研
究
の
成
果
を
､
あ
た
か
も

一
堂
に
合
さ
せ
て
示
す
ご

と
き
着
寛
な
研
究
の
姿
勢
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
こ
そ
が
､
本

書
の
講
者
に
封
す
る
最
大
の
貢
献
と
功
績
で
あ
る
､
と
評
者
は
考
え

て
い
る
｡

五

書
物
を
盗
ん
で
折
促
さ
れ
た
孔
乙
己
が
'
そ
の
こ
と
を
酒
場
で
か

ら
か
わ
れ
た
と
き
､

｢
君
子
固
よ
-
窮
す
｣
と
口
走

っ
た
こ
と
､
そ

れ
に
た
い
す
る
丸
尾
氏
の
解
帯
が
､
典
接
と
な

っ
た

『
論
語
』
と
そ

れ
に
関
す
る
新
啓
の
注
､
『
孟
子
』
『史
記
』
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ

と
に
ふ
れ
'
そ
れ
は
本
書
の
特
徴
で
あ
る
と
と
も
に
､
あ
る
種
の
問

題
を
は
ら
ん
で
い
る
､
と
評
者
は
記
し
た
｡

こ
こ
で

｢特
徴
｣
と
い
-
の
は
､
関
連
す
る
す
べ
て
の
文
献
を
猟

渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
綿
密
な
解
樺
を
施
す
こ
と
で
あ
-
､
そ
れ
は

丸
尾
氏
自
身
が
『
あ
と
が
き
』
で
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
-
に
'
｢注
疏

の
寧
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
た
い
し
て
､
評
者
は
丸
尾
氏
の

l
語

一
句
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
考
詔
の
姿
勢
に
感
動
を
お
ぼ
え
な

が
ら
も
､
は
た
し
て
そ
の
考
護
が
い
つ
の
場
合
も
必
要
か
つ
愛
皆
で

あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡

｢君
子
固
窮
｣
は
､
た
し
か
に

『
論
語
』
を
出
典
と
す
る
が
､
そ

れ
は
､
魯
迅
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
使
い
な
れ
た
成
語
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
そ
の
よ
う
な
成
語
の
意
味
を
程
子
や
朱
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子
､
何
畳
の
解
揮
に
ま
で
遡
及
し
て
検
討
す
る
意
味
が
あ
る
の
か
ど

-
か
｡
そ
の
よ
-
な
方
法
は
､
注
樺
が
注
樺
を
呼
び
､
考
護
が
次
の

考
護
を
無
限
に
引
き
出
し
た

『十
三
経
注
疏
』
の
ひ
そ
み
に
な
ら
う

｢注
疏
の
寧
｣
に
通
ず
る
も
の
で
あ

っ
て
､
時
に
は
魯
迅
の
創
作
意

圏
か
ら
乗
離
す
る
危
険
性
さ
え
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

た
だ
し
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
う
し
た
複
雑
な
手
績
き
を

経
て
導
き
出
さ
れ
た
丸
尾
氏
の
結
論
は
､
『
孔
乙
己
』
に
措
か
れ
た

知
識
人
と
民
衆
と
の
隔
緒
を
示
す
'
み
ご
と
な
論
断
で
締
め
-
-
ら

れ
て
い
る
｡
つ
ま
-
'
丸
尾
氏
に
は
､
長
年
に
わ
た
る
魯
迅
研
究
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
ゆ
る
ぎ
な
い
結
論
が
初
め
か
ら
あ
-
､
本
書
で
示

さ
れ
た
考
詔
の
相
普
部
分
は
､
む
し
ろ
そ
う
し
た
結
論
を
学
術
的
に

補
強
す
る
材
料
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら

の
多
-
は
､
民
俗
や
宗
教
と
の
か
か
わ
-
で
､
中
国
の
俸
統
社
合
や

文
化
を
み
ご
と
に
解
き
あ
か
し
て
い
て
､
｢中
国
俸
統
赴
倉
は
魯
迅

の
小
説
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
た
か
､
を
明
ら
か
に
す

る
｣
本
書
の
意
圏
を
充
分
に
寛
現
し
て
い
る
｡

失
薩
を
顧
み
ず
､
率
直
な
印
象
を
述
べ
れ
ば
､
本
書
に
は
学
位
論

文
と
し
て
の
形
式
を
整
え
る
た
め
の
無
理
な
考
護
が
か
な
-
混
入
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
魯
迅
研
究
に
と
っ
て
け
っ
し
て
有

益
な
作
業
と
は
思
え
な
い
｡
特
に
第
二
章
と
第
四
章
に
は
そ
れ
が
顕

著
で
､

こ
の
二
章
は
'
『
阿
Q
正
俸
』
を
中
心
に
論
じ
た
第
三
章
と

は
､
あ
き
ら
か
に
質
的
な
落
差
の
目
立
つ
内
容
で
あ
る
｡

本
書
の
も
と
に
な

っ
た
学
位
請
求
論
文

『魯
迅
と
俸
銃
に
関
す
る

基
礎
的
考
察
』
を
評
者
は
見
て
い
な
い
の
で
､
そ
れ
と
封
比
し
て
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､

1
般
の
魯
迅
譲
老
を
も
封
象
と
し
て
い

る
は
ず
の
本
書
で
は
､
あ
ま
-
重
要
で
な
い
考
讃
部
分
は
思
い
切

っ

て
割
愛
し
て
い
た
だ
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
､
本
書
の
虞
債
は
､
よ
-
正
確
に
講
者
に
停

わ
る
は
ず
だ
､
と
い
う
の
が
評
者
の
感
想
で
あ
る
｡

(神
戸
大
学

山
田
敬
三
)
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