
詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

-

陶
淵
明
と
謝
壷
蓮
の
詩
か
ら
-堂

薗

淑

子

京
都

大
学

③

先
の
拙
論

｢何
遜
詩
の
風
景
1

謝
眺
詩
と
の
比
較

｣

に
お
い
て
'

謝
跳
詩
と
何
遜
詩
の
叙
景
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
分
析
し
た

際
'
謝
眺
詩
で
は
詩
人
の
能
動
的
な
知
覚
態
度
を
表
す

｢聴
｣
｢覗
｣

と
い
っ
た
知
覚
動
詞
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
の
に
暫
し
'
何
遜
詩
で

は
野
照
的
に

｢聞
｣
｢見
｣
と
い
っ
た
受
動
的
な
知
覚
態
度
を
表
す

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
先
の
論
文
で
も
引
用
し

た
謝
眺
の

｢移
病
遠
園
示
親
展
｣
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
る
と
､

一

は

じ

め

に

視
覚
や
聴
覚
な
ど
の
知
覚
を
表
す
言
葉
は
数
多
い
が
､
例
え
ば
視

覚
を
表
す

｢税
｣
と

｢見
｣
'
聴
覚
を
表
す

｢聴
｣
と

｢聞
｣
で
は
'

そ
の
意
味
合
い
､
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡
『説
文
解

①

字
』
の
段
玉
裁
注
に

｢析
言
之
'
有
税
而
不
見
者
､
聴
而
不
間
者

｣

②

と
い
い
'
｢往
日
聴
'
来
日
聞

｣

と
い
う
よ
う
に
'
｢税
｣
｢聴
｣
が

知
覚
す
る
側
の
知
覚
し
ょ
う
と
す
る
意
志
'
態
度
に
重
き
を
置
い
た

表
現
で
あ
る
の
に
封
し
て
､
｢見
｣
｢聞
｣
は
そ
の
意
志
や
態
度
と
は

関
係
な
-
'
外
か
ら
の
刺
激
を
知
覚
し
た
と
い
う
そ
の
知
覚
の
事
賓

そ
の
も
の
に
重
き
を
置
い
た
表
現
で
あ
る
｡

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(生
菌
)

疲
策
倦
人
世

敵
性
就
幽
蓬

停
琴
仔
涼
月

滅
燭
聴
蹄
鴻

涼
薫
乗
暮
噺

秋
華
臨
夜
室

葉
低
知
露
密

岸
断
識
雲
量

策
に
疲
れ
て
人
世
に
倦
み

性
を
赦
め
て
幽
蓬
に
就
-

琴
を
停
め
て
涼
月
に
仔
み

燭
を
滅
し
て
蹄
鴻
を
憩
-

あ
き

涼
薫

薯
に
乗
じ
て
噺
ら
か
に

秋
華

夜
に
臨
ん
で
空
し

た

棄
低
れ
て
露
の
密
き
を
知
り

し

岸
断
え
て
雲
の
重
な
れ
る
を
識
る

- 1 -

で
は
'
強
い
知
覚
の
意
志
を
表
す

｢聴
｣
や
'
感
覚
的
な
も
の
か
ら

認
識
的
な
も
の
へ
と
知
覚
が
深
め
ら
れ
た
こ
と
を
表
す

｢知
｣
｢識
｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て

｢滅
燭
｣
の
句
で
は
'
彼
の
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感
覚
を
刺
激
す
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
意
識
的
に
排
除
し
て
じ
っ

と
鴻
の
鳴
き
聾
の
み
に
耳
を
澄
ま
し
'
そ
の
中
に
自
己
移
入
し
て
い

-
詩
人
の
様
子
'
そ
の
凝
縮
さ
れ
た
ひ
と
と
き
が
表
現
さ
れ
､
知
覚

者
で
あ
る
詩
人
が
封
象
物
と

一
封

1
で
向
き
合
い
'
心
情
的
に
強
く

結
び
つ
こ
う
と
す
る
形
の
詩
的
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
｡
ま
た

｢葉

低
｣
｢岸
断
｣
の
二
句
で
は
､
そ
の
風
景
が
捉
え
ら
れ
た
と
き
の

｢菓
低
｣
｢岸
断
｣
と
い
う
感
覚
と
'
そ
こ
に
意
味
付
け
が
加
え
ら

れ
た

｢露
密
｣
｢雲
量
｣
と
い
う
認
識
が
直
別
さ
れ
'
第

一
次
的
な

感
覚
か
ら
第
二
次
的
な
認
識

へ
と
そ
の
知
覚
が
深
め
ら
れ
た
時
鮎
で
'

そ
の
封
象
物
に
封
す
る
自
己
移
入
の
程
度
が
感
覚
の
時
期
よ
-
更
に

強
ま

っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡

一
句
の
風
景
の
中
に
､
知
覚
者
が
封

象
物
に
深
-
感
情
移
入
し
て
い
-
様
子
が
盛
り
込
ま
れ
'
詩
人
が

一

つ
の
封
象
物
と
固
-
結
び
つ
い
た
濃
密
な
詩
的
世
界
が

一
句
毎
に
表

現
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
､
能
動
的
な
知
覚
動
詞
を
意

識
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
知
覚
者
で
あ
る
詩
人
が
排
他
的
に

あ
る

一
つ
の
野
象
物
と
の
み
強
-
結
び
つ
い
て

一
つ
の
情
景
を
構
成

す
る
と
い
う
二
極
構
造
の
風
景
を
作
-
出
し
'
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
人

が
特
定
の
封
象
物
に
強
-
自
己
移
入
し
感
情
を

一
腰
化
さ
せ
よ
う
と

す
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
｡

一
方
'
何
遍
詩
の

｢夜
夢
故
人
｣
で

は
'

客
心
驚
夜
魂

言
輿
故
人
同

開
簾
覚
水
動

映
竹
兄
妹
杢

浦
口
望
斜
月

洲
外
聞
長
風

九
秋
時
末
晩

千
里
路
難
窮

客
心

夜
魂
に
驚
-

言
は
故
人
と
同
じ

簾
を
開
き
て
水
の
動
-
を
覚
え

竹
に
映
じ
て
林
の
室
な
る
を
見
る

浦
口
に
斜
月
を
望
み

洲
外
に
長
風
を
開
-

九
秋

時
に
未
だ
晩
れ
ず

みち

千
里

路
窮
め
難
し

- 2 -

と
'
｢覚
｣
｢見
｣
｢望
｣
｢聞
｣
の
よ
う
な
'
知
覚
者
の
主
催
性
'
封

象
に
封
す
る
積
極
的
な
働
き
か
け
が
表
に
現
れ
に
-
い
受
動
的
な
動

詞
が
績
け
て
用
い
ら
れ
'
｢水
動
｣
｢林
室
｣
｢斜
月
｣
｢長
風
｣
な
ど

の
言
葉
が
喚
起
し
あ

っ
て
相
乗
的
に
作
-
上
げ
る
イ
メ
ト
ジ
に
よ
っ

て
'
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
夢
と
現
賓
､
感
覚
と
認
識
の
直
別
さ
え
つ

か
な
い
荘
漠
と
し
た
そ
の
場
の
情
景
'
詩
人
の
心
情
を
表
現
し
て
い

る
｡
先
の
謝
眺
詩
と
は
封
照
的
に
'
こ
の
詩
で
は
受
動
的
な
知
覚
動

詞
を
特
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
複
合
的
に
作
-
上
げ
ら
れ
た
ひ



と
つ
の
雰
囲
気
を
詩
全
膿
で
表
現
し
'
そ
の
〟

場
〟

の
中
に
'
詩
人

が
や
ん
わ
り
と
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
様
子
を
描
い
て

い
る
｡
こ
こ
で

は

一
つ
の
封
象
物
と
詩
人
と
が
強
-
結
び
つ
い
て

1
つ
の
風
景
を
形

作
る
の
で
は
な
-
'
複
数
の
封
象
物
と
詩
人
と
が
個
々
に
緩
や
か
な

二
極
構
造
を
と
-
つ
つ
ま
た
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
お
互
い
に
影
響
し
合

う
と
い
う
'
い
わ
ば
多
極
的
な
構
造
に
よ
っ
て
'
全
憶
で

一
つ
の
風

景
'
〟場
〟

を
形
作

っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ

っ
て
'
詩
人
と
そ
の

〟場
〟

全

健
と
の
感
情
的
な
調
和
'
融
和
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る

｡
こ
の
よ
う
に
'
知
覚
動
詞
を
選
び
'
詩
の
中
に
致
果
的
に
配
置
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
景
と
情
の
そ
の
時
々
の
微
妙
な
影
響
関
係
を
表
す

と
い
う
表
現
方
法
は
非
常
に
高
度
な
も
の
で
あ
-
'
こ
の
時
期
の
詩

に
お
け
る
表
現
技
巧
の
澄
達
を
よ
-
表
し
て
い
る
｡
で
は
'
詩
に
お

い
て
周
囲
の
風
物
が
知
覚
さ
れ
た
こ
と
を
描
こ
う
と
す
る
際
'
｢覗
｣

｢聴
｣
な
ど
の
能
動
的
な
知
覚
を
表
す
知
覚
動
詞
と

｢見
｣
｢聞
｣

な
ど
の
受
動
的
な
知
覚
を
表
す
知
覚
動
詞
の
明
確
な
使
い
分
け
は
､

一
腰
い
つ
ご
ろ
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
振
-
返
っ
て
五
言

詩
が
誕
生
し
饗
逢
し
た
後
漠
か
ら
西
晋
の
頃
ま
で
の
詩
を
見
て
み
る

詩
的
ニ1墓
相と
し
て
の
知
覚
動
詞

(生
菌
)

と
'
使
い
分
け
そ
の
も
の
は
か
な
-
早
-
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
｡
例
え

ば
以
下
の
よ
う
な
例
で
あ
る
｡

去
着
日
以
疎

生
者
日
以
親

出
郭
門
直
税

但
見
丘
輿
墳

･つ
と

去
る
者
は
日
び
に
以
て
疎
-

生
者
は
日
び
に
以
て
親
し

郭
門
を
出
で
て
直
税
す
れ
ば

但
だ
見
る

丘
と
墳
と
を

(｢古
詩
十
九
首
'
其
十
四
｣
『文
選
』
巻
二
九
雑
詩
上
)

顧
暗
室
寂
寂

惟
聞
鷲
雀
聾

願
望
無
所
見

惟
観
松
柏
陰

粛
粛
高
桐
枝

願
顧
栖
孤
禽

仰
聴
離
鴻
鳴

仲
間
輪
例
吟

哀
人
易
感
傷

解
物
槍
悲
心

願
瞭
す
る
も
室
し
-
寂
寂
た
-

惟
だ
聞
-

鷲
雀
の
聾

(徐
幹

｢情
話
｣
『王
墓
新
詠
』
巻

1
)

願
望
す
る
も
見
る
と
こ
ろ
無

-

]]

･(

惟
だ
観
る

松
柏
の
陰

粛
粛
た
り

高
桐
の
枝す

願
願
と
し
て
孤
禽
を
栖
ま
し
む

仰
い
で
離
鴻
の
鳴
-
を
聴
き

伸
し
て
鯖
例
の
吟
ず
る
を
聞
-

哀
人
は
感
傷
し
易
-

物
に
梱
れ
て
悲
心
を
槍
す

- j-
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(張
載

｢七
哀
詩
二
首
､
其
二
｣
『文
選
』
巻
二
1[三
巌
傷
)

｢古
詩
十
九
首
｣
で
は

｢税
｣
と

｢見
｣
'
｢情
詩
｣
で
は

｢願

塘
｣
と

｢聞
｣
'
｢七
哀
詩
｣
で
は

｢願
望
｣
と

｢見
｣
｢親
｣
が
､

い
ず
れ
も
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
'
前
者
は
知
覚
し
ょ
う
と

す
る
主
人
公
の
意
志
､
そ
の
知
覚
動
作
自
鰹
を
'
後
者
は
賓
際
に
知

覚
さ
れ
た
も
の
､
そ
の
結
果
を
表
し
て
い
る
｡
そ
し
て
後
者
の
受
動

的
な
知
覚
を
表
す
動
詞
に

｢但
｣
｢惟
｣
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

主
人
公
が
知
覚
し
ょ
う
と
し
た
'
或
い
は
知
覚
し
た
か
っ
た
も
の
と
'

賓
際
に
知
覚
し
た
も
の
と
の
違
い
を
強
調
し
､
拝
惰
性
を
打
ち
出
し

て
い
る
｡
具
佳
的
に
説
明
す
る
と
'
ま
ず

｢古
詩
十
九
首
｣
で
は
'

｢親
｣
の
後
に

｢但
見
｣
を
持
っ
て
-
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
分
が

本
営
に
知
覚
し
た
か
っ
た
も
の
は
周
囲
に
は
な
-
'
目
の
前
に
は

｢丘
輿
墳
｣
の
よ
う
な
よ
-
悲
し
み
を
誘
う
も
の
が
存
在
す
る
ば
か

-
で
あ
る
と
､
主
人
公
が
知
覚
し
た
か
っ
た

(｢税
｣)
も
の
と
章
際

目
に
入
っ
て
き
た

(｢見
｣)
も
の
と
の
違
い
を
強
調
す
る
｡
そ
れ
に

よ
っ
て
'
自
ら
の
意
志
に
か
か
わ
ら
ず
､
死
と
い
う
も
の
が
決
し
て

逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
そ
の
重
い
現
賓
を
'
意
志
と
は

無
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
た
墓
の
知
覚
と
い
う
形
で
主
人
公
に
い
や
お

う
な
-
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
次
の

｢情
詩
｣
で
は
'
周
-

を
振
-
返
っ
て
み
て
も
ひ
っ
そ
り
と
し
て
何
も
な
く
そ
の
中
で
ひ
と

-
鷲
雀
の
聾
の
み
が
聞
こ
え
て
-
る
t
と
い
う
情
景
を
'
や
は
-

｢願
幡
｣
と
そ
れ
に
積
-

｢惟
聞
｣
に
よ
っ
て
表
し
て
お
-
'
｢七

哀
詩
｣
で
も
'
能
動
的
な
知
覚
を
表
す

｢願
望
｣
と
否
定
詞
を
伴
っ

た

｢見
｣
'
そ
し
て

｢惟
親
｣
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
'
周
り
を

見
回
し
て
も
見
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
-
､
そ
の
中
で
唯

1
日
の
中

に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
が

｢松
柏
陰
｣
で
あ
っ
た
t
と
現
賓
の
無
情

さ
を
表
現
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
'
二
種
類
の
知
覚
動
詞

を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
情

景
で
あ
る
｡

そ
こ
で
へ
試
み
に
前
者
を
能
動
的
知
覚
動
詞
'
後
者
を
受
動
的
知

覚
動
詞
と
呼
ん
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

ま
ず
言
え
る
の
は
'
能
動
的
知
覚
動
詞
が
意
志
的
な
知
覚
'
そ
の
知

覚
動
作
そ
の
も
の
を
指
し
'
受
動
的
知
覚
動
詞
が
賓
際
の
知
覚
の
結

果
を
表
す
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
知
覚
が
意
志
に
よ

る
も
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
問
題
に
す
る
と
'
事
案
上
は
知
覚
と

い
う
も
の
は
本
来
意
志
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
か
ら
'
代
表
的
な
受



動
的
知
覚
動
詞
と
考
え
ら
れ
る

｢見
｣
で
さ
え
'
意
志
を
含
ん
で
い

な
い
と
は
言
え
な
い
｡
し
た
が
っ
て
個
々
の
用
例
が
ど
ち
ら
の
性
質

に
よ
り
近
い
か
を
考
え
る
場
合
に
は
'
知
覚
者
の
意
志
だ
け
を
問
題

に
す
る
の
で
は
な
く
'
そ
の
動
詞
が
表
現
と
し
て
'
知
覚
者
の
主
催

性
'
つ
ま
-
知
覚
者
か
ら
封
象
へ
の
働
き
か
け
に
重
鮎
を
置
い
て
い

る
か
'
或
い
は
そ
の
場
に
お
け
る
封
象
の
存
在
､
つ
ま
-
封
象
か
ら

知
覚
者
へ
の
働
き
か
け
に
重
鮎
を
置
い
て
い
る
か
'
ど
ち
ら
に
よ
-

重
き
を
置
い
た
表
現
で
あ
る
か
を
､
そ
の
判
断
の
基
準
と
し
た
い
と

思
う
｡
つ
ま
り
知
覚
者
が
封
象
を
圭
鰭
的
に
選
拝
し
､
主
催
的
に
捉

え
た
こ
と
を
強
調
す
る
表
現
は
能
動
的
知
覚
動
詞
で
あ
る
L
t
逆
に

そ
の
場
に
い
た
も
の
な
ら
ば
誰
で
も
知
覚
可
能
で
あ
り
'
環
境
が
自

然
に
知
覚
者
に
働
き
か
け
て
そ
の
封
象
を
知
覚
せ
し
め
た
か
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
受
動
的
知
覚
動
詞
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ

は
非
常
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
問
題
で
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
知
覚

動
詞
'
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
栽
然
と
直
別
で
き
る
も
の
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
が
'
知
覚
動
詞
の
分
類
に
関
し
て
は
'
先
に
例
を
挙
げ
た

｢但
｣
｢惟

(唯
)｣
+
知
覚
動
詞
と
い
う
表
現
様
式
を
そ
の
直
分
の

一
つ
の
目
安
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
な
ぜ
な
ら
こ
の
様
式
に
つ
い

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

て
は
'
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
用
例
を
見
る
限
-
'
能
動
的
知
覚

動
詞
と
し
て
の
性
質
を
色
濃
-
持
つ
知
覚
動
詞
ほ
ど
使
わ
れ
る
こ
と

が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
視
覚
を
表
す
知
覚
動
詞
に
つ
い
て
見
て
み

る
と
､
例
え
ば

｢硯
｣
｢婚
｣
｢眺
｣
｢覚
｣
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
ず
､

｢観
｣
｢望
｣
､
そ
し
て

｢親
｣
も
使
用
は
敷
例
に
止
ま
る
が
､
｢見
｣

は
非
常
に
多
-
'
｢看
｣
も
か
な
-
の
敷
見
受
け
ら
れ
る
｡
聴
覚
の

知
覚
動
詞
で
は
'
｢聴
｣
は

｢税
｣
よ
り
使
用
範
囲
が
廉
い
こ
と
も

あ
っ
て
敷
例
見
ら
れ
る
が
'
そ
れ
で
も

｢聞
｣
に
比
べ
れ
ば
か
な
-

少
な
い
｡
各
動
詞
の
使
用
頻
度
自
膿
の
相
違
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要

は
あ
る
だ
ろ
う
が
'
使
用
さ
れ
な
い
動
詞
'
使
用
が
敷
例
に
止
ま
る

動
詞
'
多
-
使
用
さ
れ
る
動
詞
t
と
使
用
の
さ
れ
方
が
か
な
-
き
れ

い
に
分
か
れ
て
い
る
｡
他
に
例
え
ば
'

今
叢
亦
何
早

今
叢
に
亦
た
何
ぞ
早
き

己
聞
絡
緯
鳴

己
に
絡
緯
の
鳴
く
を
聞
-

(飽
照

｢秋
日
示
休
上
人
｣
『飽
氏
集
』
巻
八
)

の
よ
う
な
'
封
象
が
務
想
外
に
早
-
知
覚
さ
れ
た
こ
と
を
表
す

｢己
｣
+
知
覚
動
詞
の
表
現
様
式
な
ど
に
つ
い
て
も
'
｢看
｣
の
使
用

例
は
そ
れ
ほ
ど
多
-
な
い
も
の
の
､
右
と
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
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る
｡
そ
こ
で
本
論
で
は
'

意
味
的
に
も
使
用
の
仕
方
か
ら
い
っ
て
も

鮮
や
か
な
封
比
を
な
す

｢硯
｣
と

｢見
｣
'
｢聴
｣
と

｢聞
｣
を
中
心

に
置
い
て
考
え
'
特
に
そ
の
性
質
が
微
妙
な

｢看
｣
や

｢親
｣
な
ど

に
つ
い
て
は
そ
の
つ
ど
検
討
を
加
え
て
い
-
が
'
そ
の
と
き
以
上
に

述
べ
た
傾
向
も
考
慮
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

し
か
し
こ
の
時
期
の
詩
に
は
'
張
載
詩
の

｢仰
聴
離
鴻
鳴
'
僻
聞

病
例
吟
｣
の
二
句
の
よ
う
に
'
二
種
類
の
知
覚
動
詞
の
明
確
な
使
い

分
け
が
見
ら
れ
な
い
例
も
あ
る
｡
ま
た
､

遠
遊
越
山
川

山
川
修
且
贋

振
策
捗
崇

丘

案
轡
遵
平
芥

夕
息
抱
影
来

朝
狙
衝
思
往

頓
轡
倍
嵩
巌

側
聴
悲
風
響

遠
遊
し
て
山
川
を
越
え

な
が

山
川

幡

-

且
つ
贋
し

むち

のば

策

を

振
る
い
て
崇
丘
を

捗

-

たづ
な

おさ

した
が

轡

を

案

え

て
平
葬
に

遭

う

い
こ

夕
べ
に
息
い
て
は
影
を
抱
き
て
来
ね

ゆ

ふく

朝
に
狙

き
て
は
思
い
を

衝

み

て
社
-

と
ど

轡
を

頓

め

て
嵩
巌
に
伶
-

そば
だ

聴
を

側

て

て
風
の
響
き
を
悲
し
む

(陸
機

｢赴
洛
道
中
作
二
首
､
其
二
｣
『文
選
』
巻
二
六
行
放
上
)

の
最
後
の

1
句
の
よ
う
に
'
知
覚
表
現
が
望
郷
の
念
'
或
い
は
推
移

の
悲
哀
と
い
っ
た
詩
の
拝
惰
性
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
例
も
多
い
｡

考
え
て
み
る
と
､
知
覚
動
詞
､
或
い
は
知
覚
を
表
す
表
現
と
い
う
も

の
は
'
風
景
を
描
-
際
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
｡
殊
に

一

句
の
字
数
が
厳
し
-
制
限
さ
れ
る
詩
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
｡

で
は
風
景
措
寓
の
中
に
知
覚
動
詞
を
使
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
致
果

を
期
待
す
る
か
と
い
う
と
､
封
象
を
明
確
に
し
､
封
象
の
上
に
主
人

公
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
詩
の
流
れ
に
展
開
を
も

た
ら
し
'
詩
の
拝
惰
性
を
強
-
押
し
出
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
｡
知
覚
を
表
す
表
現
'
特
に
知
覚
者
の
意
志
を
含
む
能

動
的
知
覚
動
詞
は
'
本
質
的
に
詩
の
拝
惰
性
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
こ
の
時
期
の
詩
に
見
ら
れ
る
知
覚
動
詞
は
'
そ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
致
果
的
に
用
い
た
表
現
様
式
は
見
出
さ
れ

る
も
の
の
'

一
方
で
は
推
移
の
悲
哀
に
つ
な
が
る
季
節
の
風
物
や

｢悲
｣
の
よ
う
な
主
人
公
の
感
情
を
直
接
表
す
言
葉
と
と
も
に
用
い

ら
れ
る
な
ど
表
現
が
か
な
-
直
裁
的
で
､
豊
か
な
行
惰
性
を
含
み
な

が
ら
も
､
表
現
技
巧
､
そ
し
て
叙
景
と
い
っ
た
面
か
ら
見
る
と
'
知

覚
動
詞
を
使
う
こ
と
で

一
句
の
中
に
細
や
か
な
風
景
'
情
感
'
そ
し



て
そ
こ
に
流
れ
た
濃
密
な
時
間
ま
で
表
現
し
得
て
い
る
先
の
謝
眺
詩

な
ど
と
は
明
ら
か
に
差
が
あ
る
｡
こ
れ
は
叙
景
詩
と
言
え
る
も
の
が

ま
だ
誕
生
し
て
い
な
い
な
ど
'
こ
の
時
期
の
時
代
的
な
要
因
を
考
え

れ
ば
昔
然
の
こ
と
だ
が
t
で
は
こ
れ
ら
の
時
代
か
ら
謝
眺
'
何
遜
ま

で
の
間
に
'
知
覚
動
詞
を
用
い
た
表
現
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

り
､
そ
し
て
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
詩
的
世
界
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
の

個
性
の
中
で
ど
の
よ
う
に
愛
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
本
論

で
は
､
こ
の
間
題
を
考
え
る
に
普
た

っ
て
特
に
特
徴
的
と
思
わ
れ
る

陶
淵
明

(三
六
五
?
-
四
二
七
)
と
謝
壷
蓮

(三
八
五
-
四
三
三
)
を
取

④

-
上
げ
'
叙
景
を
含
む
表
現
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
知
覚
動
詞
を

詳
し
-
分
析
し
'
そ
れ
に
よ

っ
て
各
々
の
詩
人
の
情
景
描
寓
の
特
質

を
明
ら
か
に
し
つ
つ
'
こ
の
表
現
方
法
の
尊
展
経
路
を
た
ど

っ
て
み

た
い
と
思
う
｡
ま
た
試
み
に
同
詩
人
に
よ
る
知
覚
動
詞
を
全
-
含
ま

な
い
叙
景
表
現
を
も
比
較
の
野
象
と
し
つ
つ
'
論
を
進
め
て
い
き
た

r
O

し

二

陶
淵
明
詩
に
お
け
る
知
覚
動
詞

ま
ず
能
動
的
知
覚
動
詞
の
使
用
例
を
見
て
い
-
こ
と
に
す
る
｡
最

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

初
に
奉
げ
る
の
は
'
す
で
に
見
た
よ
う
に
最
も
典
型
的
な
使
用
例
と

い
う
べ
き
'
推
移
の
悲
哀
と
直
結
し
た
表
現
の
例
で
あ
る
｡

豪
賓
五
月
中

清
朝
起
南
殿

不
駿
亦
不
遅

親
親
吹
我
衣

重
雲
蔽
白
日

閑
雨
紛
徴
徴

流
目
視
西
園

嘩
嘩
菓
紫
葵

於
今
甚
可
愛

首
奈
行
復
衰

感
物
願
及
時

毎
恨
廓
所
揮

菓
賓

五
月
中

清
朝

南
魔
起
こ
る

は
や

ま

駿
か
ら
ず

亦
た
遅
か
ら
ず

瓢
瓢
と
し
て
我
が
衣
を
吹
く

あ
わ

重
雲

白
目
を
蔽

い

閑
雨

紛
と
し
て
徴
徴
た
-

流
目
し
て
西
園
を

視
れ
ば

はなさ

嘩
噂
と
し
て
紫
葵

条
-

め

今
に
於
い
て
甚
だ

愛
づ

べ
し

1よさ
い
かん

･H<

昔
に
奈
す

べ
き

行
-

ゆ
-
復
た
衰

う
る
を

物
に
感
じ
て
時
に
及

ぶ
を
願

い

つね

ふる

な

毎
に
揮
う
所
磨
き
を
恨
む

(｢
和
胡
西
曹
示
顧
賊
曹
｣
)

詩
は
暑
い
盛
り
で
あ
る
五
月
の
と
あ
る
朝
の
描
鴬
で
始
ま
-
､
厚
い

雲
が
た
れ
込
め
て
静
か
な
雨
が
し
と
し
と
と
降
る
様
子
を
措

い
た
後
'

七
㌧
八
旬
日
'
詩
人
の
視
線
が
今
が
盛
-
と
花
を
嘆
か
せ
て
い
る
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｢紫
葵
｣
に
注
が
れ
た
と
こ
ろ
で

〓
乳
に
調
子
は
高
ま
り
､
九
旬
日

以
降
の
心
情
の
吐
露

へ
と

つ
な
が

っ
て
い
-
｡
｢今
に
於

い
て
甚
だ

愛
づ
べ
し
｣
と
い
う
九
旬
日
の
表
現
は
､
七
旬
日
の

｢覗
｣
と
い
う

能
動
的
知
覚
動
詞
が
'
流
れ
ゆ
-

〟時
〟

を
強
-
意
識
し
'
見
逃
す

ま

い
と
す
る
張
-

つ
め
た
室
気
の
中
で
､

今
こ
の

〟時
〟

を
見

つ
め

る
と
い
う
意
味
を
持

っ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
-
示

し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
能
動
的
知
覚
動
詞
は
時
と
し
て
'
叙
景
を
中
心
と
す
る

表
現
か
ら
行
情
を
中
心
と
す
る
表
現

へ
の
轄
換
と

い
う
'
詩
の
焦
鮎

と
も
い
う
べ
き
重
要
な
役
割
を
果
た
す
｡
そ
こ
に
は
､
絶
え
間
な
-

推
移
す
る
時
の
流
れ
を
強
-
意
識
し
な
が
ら
今
と
い
う

〟時
〟

を
見

つ
め
る
と
い
う
'
緊
張
感
漂
う
場
面
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡

次
に
挙
げ
る
の
は
'
陶
淵
明
詩
の
中
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
鹿
山
を
知
覚
封
象
と
し
て
'
能
動
的
知
覚
動
詞
が
使
わ
れ
た
例
で

あ
る
｡

庚
子
歳
五
月
中
従
都
還
阻
風
於
規
林
二
首
'
其

一

庚
子
の
歳
五
月
中
郡
よ
-
蓮
-
風
に
規
林
に
阻
ま
る
二
首

其

1

し
た
が

行
行
循
蹄
路

行
き
行
き
て
蹄
路
に

循

い

計
日
望
善
居

一
欣
侍
温
顔

再
書
見
友
子

鼓
梓
路
崎
曲

指
景
限
西
隅

江
山
笠
不
険

幹
子
念
前
塗

凱
風
負
我
心

戟
稚
守
窮
湖

高
葬
抄
無
界

夏
木
濁
森
疏

誰
言
客
舟
遠

近
暗
百
里
鎗

延
目
識
甫
嶺

室
歎
将
蔦
如

か
ぞ

日
を

計

え

て
奮
居
を
望
む

よろ二

一
つ
に
は
温
顔
に
侍
す
る
を

欣

び

ふた

あ

再
つ
に
は
友
子
に
見
う
を
喜
ぶ

樺
を
鼓
せ
ば
路
は
崎
曲
し

景
を
指
せ
ば
西
隅
に
限
ら
る

江
山

豊
に
険
し
か
ら
ざ
ら
ん
や

蹄
子

前
塗
を
念
うそひ

凱
風

我
が
心
に
負
き

お
さ

継
を

戟
め
て
窮
湖
に
守
る

高
葬

抄
と
し
て
界
無
-

夏
木

漏
-
森
疏
た
-

誰
か
言
わ
ん

客
舟
達

し
と

み

近
く
百
里
除
に
幡
る

の

し

目
を
延
べ
て
南
嶺
を
識
る

は

いず

ゆ

室
し
-
歎
ず

牌
た
葛
-
に
如
か
ん
と

こ
の
詩
は
故
郷
の

1
歩
手
前
で
強
風
の
た
め
足
止
め
さ
れ
て
し
ま

っ
た
感
慨
を
述
べ
た
も
の
で
'
｢高
芥
｣
｢夏
木
｣
の
二
句
で
は
､
自

己
の
周
囲
に
贋
が
る
風
景
は
い
ま
の
自
分
に
は
全
-
慰
め
に
な
ら
な



い
こ
と
を
'
高
-
伸
び
た
草
む
ら
が
延
々
と
贋
が
-
夏
木
ば
か
り
が

狗
-
青
々
と
生
い
茂

っ
て
い
る
､
と
い
う
表
現
で
間
接
的
に
述
べ
て

い
る
｡
そ
し
て
最
後
の
二
句
に
お
い
て
'
故
郷
の
方
角
に
確
か
に
南

嶺

(塩
山
)
の
姿
を
認
め
た
が
'
し
か
し

1
歩
も
動
け
ぬ
身
に
は
ど

う
し
よ
う
も
な
-
'
そ
の
い
ら
だ
ち
の
中
で
今
後
の
道
の
り
に
射
す

⑤

る
不
安
が
わ
き
起
こ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
｡

｢延
日
｣
と

は
'
視
線
を
遠
-
に
の
ば
す
こ
と
'
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
造
か
に
思

い
を
は
せ
る
意
味
合
い
を
含
む
も
の
で
あ
-
､
詩
人
の
こ
の
時
の
は

が
ゆ
き
と
故
郷
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
を
よ
-
表
し
て
い
る
｡
ま
た

｢識
｣
と
は
'
能
動
的
な
知
覚
に
よ
っ
て
野
象
を
〟

見
極
め
る
〟

こ

と
で
'
意
味
的
に
知
覚
と
そ
れ
に
よ
る
認
識
を
同
時
に
含
み
'
表

現

の
上
で
は
'
こ
の
場
面
に
お
け
る
知
覚
者
の
存
在
感
を
際
立
た
せ
る

と
と
も
に
ま
た
野
象
物
の
存
在
感
を
も
際
立
た
せ
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
知
覚
者
の
主
催
性
と
封
象
の
存
在
感
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
詩
人
と
塩
山
の
二
つ
の
存
在
が
個
と
し
て
鋸

-
向
か
い
合
う
知
覚
の
瞬
間
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
そ
の
封
象
が
'
自
己
が
締
着
す
べ
き
場
所
と
し
て
陶
淵
明
に
と
っ

て
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ

〟庭
山
〟

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
こ
の

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞
(
堂
薗
)

詩
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡
庭
山
に
は
陶
家
の
墓
地
も
あ
り
､
こ
の
詩
の
最
後
の
二
句
は
'

｢難
詩
十
二
首
'
其
七
｣
の
最
後
の
二
句
'

ゆ

去
去
欲
何
之

去
-
去
り
て
何
-
に
之
か
ん
と
欲
す
る

南
山
有
膏
宅

南
山
に
善
宅
有
り

と
､
ど
こ
か
相
通
じ
る
響
き
を
も
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
こ
の
詩
の
結

句
の
嘆
息
は
'
軍
に
い
つ
故
郷
に
着
け
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
そ
の

場
限
り
の
も
の
で
は
な
-
'
現
在
の
自
分
は
本
来
存
在
す
べ
き
場
所

に
は
い
な
い
'
今
こ
そ
そ
の
場
所
'
庭
山
に
締
る
べ
き
で
あ
る
､
と

い
う
､
よ
-
深
刻
で
'
自
ら
の
存
在
の
根
本
に
関
わ
る
問
題
を
は
ら

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
詩
人
は
は
る
か
に
塩
山
の
姿
を
認

め
た
と
き
'
自
分
は
本
来
故
郷
の
山
'
庭
山
と
存
在
の
場
を
同
じ
-

し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
の
に
'
現
賓
は
そ
う
で
は
な
く
'
い
ま
両
者

は
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
別
々
の
場
'
別
々
の
世
界
に
い
る
t
と

い
う
こ
と
を
賓
感
し
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
こ
こ
の

｢識
｣
は
'
封

象
物
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
知
覚
者
の
積
極
的
な
意
志
を
表
す
だ
け

で
な
-
'
知
覚
者
と
野
象
物
が
根
本
的
に
存
在
空
間
を
同
じ
-
し
て

い
な
い
こ
と
'
そ
れ
ぞ
れ
が
境
を
分
か
ち
'
異
な
る
空
気
の
中
に
'
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別
々
の
場
､

別
々
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
t
と
い
う
知
覚
者
側
の

意
識
を
も
'
内
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
が
存
在
の
場

を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
現
賓
が
あ
る
か
ら
こ
そ
､
賓
際
に
は
庭
山

を
目
の
前
に
し
な
が
ら
'
詩
人
の
嘆
息
は
こ
の
よ
う
に
深
-
'
そ
の

後
の
生
き
方
に
ま
で
及
ぶ
問
題
'
自
分
は
何
虜
に
行
こ
う
と
し
て
い

る
の
か
'
何
庭
に
行
-
べ
き
な
の
か
t
と
い
う
根
源
的
な
問

い
を
導

い
た
の
で
あ
る
｡
野
象
と
存
在
空
間
が
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
知
覚

者
の
こ
の
意
識
は
'
知
覚
者
と
封
象
と
の
賓
際
上
の
距
離
や
'
両
者

の
感
情
的
な
つ
な
が
-
な
ど
と
は
関
係
が
な
-
､
あ
-
ま
で
知
覚
者

の
意
識
の
奥
に
ひ
そ
む
感
覚
的
な
も
の
で
あ
り
'
能
動
的
知
覚
動
詞

が
知
覚
者
と
封
象
物
そ
れ
ぞ
れ
の
個
と
し
て
の
立
場
を
強
調
す
る
働

き
を
持

つ
こ
と
か
ら
'
こ
の
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ま
れ
た
の
で

あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
微
妙
な
知
覚
者
の
感
覚
を
内
に
含
み

う
る
か
ら
こ
そ
'
能
動
的
知
覚
動
詞
は
よ
り
豊
か
な
行
惰
性
や
思
想

を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
詩
に
お
け
る
能
動
的
知
覚

動
詞
は
'
知
覚
者
と
封
象
と
の
心
理
的
関
係
を
暗
に
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
､
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
｡

こ
こ
で
能
動
的
知
覚
動
詞
と
受
動
的
知
覚
動
詞
の
違

い
を
明
確
に

す
る
た
め
'
今
度
は
上
の
詩
と
同
じ
-
塩
山
を
知
覚
封
象
と
す
る
受

動
的
知
覚
動
詞
の
使
用
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

飲
酒
二
十
首
'

結
鹿
在
人
境

而
無
車
馬
喧

間
君
何
能
爾

心
遠
地
自
偏

採
菊
東
鮭
下

悠
然
見
南
山

山
気
日
夕
佳

飛
鳥
相
輿
蓮

此
中
有
最
意

欲
排
巳
忘
言

其
五

いあり
度

を
結
び

て
人
境
に

在
-

しか

かまぴす

両
も
車
馬

の
喧
し
き
無
し

しか

君
に
問
う

何
ぞ
能
-
爾
る
や

あの

心
遠
け
れ
ば
地
自
ず
か
ら
偏
な
-

菊
を
探
る

東
寵
の
下

悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る

山
気

日
夕
佳
な
-

と･も

飛
鳥

相
輿
に
還
る

此
中
に
晃
意
有
り

耕
ぜ
ん
と
欲
し
て
巳
に
言
を
忘
る

- 10-

こ
の
詩
に
お
い
て
産
山
は
'
は
じ
め
か
ら
見
よ
う
と
思

っ
て
見
た

も
の
で
は
な
-
ふ
と
目
に
入

っ
た
も
の
だ
か
ら
､
｢悠
然
｣
の
句
は

⑥

｢望
｣
で
は
な
-

必

ず

｢見
｣
と
す
る
べ
き
だ
t
と
蘇
拭
以
来
言
わ

れ
て
き
た
よ
う
に
'
こ
れ
は

｢見
｣
と
い
う
受
動
的
知
覚
動
詞
が
最

も
致
果
的
に
使
わ
れ
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
｡
｢真
意
｣
が
あ
る
と



い
う

｢此
中
｣
と
は
､
南
山
と
い
う

一
つ
の
野
象
に
厳
格
に
直
切
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
-
､
｢山
気
｣
の
二
句
で
主
に
描
幕
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
も
っ
と
漠
然
と
し
た
も
の
'
全
て
の
存
在
が
あ
る
べ
き

姿
を
保
ち
つ
つ
調
和
し
､
詩
人
と
南
山
と
の
間
に
確
か
な
章
感
を
も

っ
て
贋
が
っ
て
い
た
､
先
の
拙
論
の
言
葉
で
い
え
ば

〟場
〟

の
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
受
動
的
知

覚
動
詞

｢見
｣
が
使
わ
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
､
使
わ
れ
な
か
っ
た
場
合

を
想
定
し
っ
つ
考
え
て
み
る
と
'
ま
ず
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
風

景
の
中
に
詩
人
と
庭
山
と
い
う
二
つ
の
軸
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
'

案
外
重
要
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

〟場
〟
は
'
ほ
か
で
も
な
-
詩
人
と
鹿
山
の
間
に
贋
が
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
｡
大
上
正
美
氏
は
'
こ
の
句
の

｢悠
然
｣
に
つ
い
て
'

｢心
の
形
容
で
あ
り
t
と
同
時
に
自
分
と
南
山
と
の
悠
遠
な
距
離
そ

の
も
の
を
言
う
｣
と
L
t
｢南
山
と
の
は
る
か
な
距
離
の
中
に
こ
そ
'

話
者
の
ゆ
っ
た
-
と
し
た
自
在
な
心
が
贋
が
-
を
も
っ
て
詩
の
中
に

存
在
し
得
た
こ
と
を
'
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
-
思
う
｡
野
象
と
の

間
に
獲
得
さ
れ
た
距
離
こ
そ
が
､
表
現
と
し
て
獲
得
さ
れ
た

『

心

遠
』
の
具
膿
で
あ
-
'
淵
明
の
自
在
さ
で
あ
-
'
『異

意

』

へ
の

通

話
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(生
菌
)

⑦

路
で
あ
る
'
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
述
べ
て
い
る

｡

こ
の
指

摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
'
詩
人
と
塩
山
と
の
間
の
は
る
か
な
距
離
'

贋
が
り
こ
そ
が
'
こ
の
詩
に
お
け
る

〟場
〟
を
形
作

っ
て
い
る
の
で

あ
-
'
そ
し
て
そ
の
廉
が
-
の
性
質
を
決
定
づ
け
て
い
る
の
が
'
受

動
的
知
覚
動
詞

｢見
｣
な
の
で
あ
る
｡
産
山
は
は
る
か
に
見
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
贋
が
-
は
遠
心
的
に
'
外
に
向
か
っ
て
伸
び

て
い
-
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
｡
ど
こ
ま
で
積
い
て
い
る
の

か
分
か
ら
な
い
'
産
山
と
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
'

そ
れ
は
い
ま
こ
こ
に
詩
人
と
庭
山
と
と
も
に
あ
-
'
彼
ら
を
存
在
た

ら
し
め
て
い
る
も
の
'
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
存
在
の
根
元
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
｡
｢見
｣
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の

贋
が
-
は
不
確
か
な
単
な
る
贋
が
-
で
は
な
く
'
知
覚
者
と
封
象
'

詩
人
と
塩
山
の
間
に
あ
る
確
か
な

〟場
〟

と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
先
の
淵
明
の
詩
に
あ
っ
た
能
動
的
知
覚

動
詞

｢識
｣
が
'
封
象
と

の
隔
た
り
の
み
を
強
調
し
'
そ
の
間
の
杢
間
は
特
別
な
存
在
感
を
持

っ
て
い
な
い
の
に
封
し
て
､
こ
の
詩
に
お
け
る

｢見
｣
は
'
封
象
と

の
間
の
廉
が
-
に
'
〟場
〟

と
し
て
の
特
別
な
意
味
'
存
在
感
を
持

た
せ
て
い
る
｡
詩
人
は
'
も
う

一
つ
の
軸
で
あ
る
鹿
山
と
と
も
に
､
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そ
の
〟

場
〟

の
形
成
に
不
可
映
な
存
在
で
あ
-
t
か
つ
そ
こ
に
あ
る

す
べ
て
の
存

在
と
完
全
な
る
調
和
を
保

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ

は
知
覚
者
と
封
象
物
と
の
緩
や
か
な
二
極
構
造
に
よ
っ
て
風
景
が
構

成
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
表
現
し
得
た
境
地

で
あ
ろ
う
｡
こ
の

｢見
｣
は
､
や
は
り
先
の
詩
の

｢識
｣
と
は
全
-
封
照
的
に
'
知
覚

者
と
封
象
物
と
が
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
存
在
室
間
を
全
-
同
じ

-
し
て
い
る
と
い
う
知
覚
者
側
の
感
覚
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

南
山
と
は
彼
に
と

っ
て
本
来
､
｢識
｣
る
'

つ
ま
-
見
分
け
る
べ
き

も
の
で
は
な
-
'
こ
の
よ
う
に

｢見
｣
る
べ
き
も
の
'
根
を
同
じ
-

L
t
よ
り
ど
こ
ろ
を
同
じ
-
す
る
同
じ

〟場
〟

に
あ
る
べ
き
も
の
な

の
で
あ
-
'
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
は

一
つ
の
理

想
的
な
境
地
が
描
か

れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
｢此
中
に
真
意
有
-
｣
と

い
う
確
信
に
み
ち

た
言
葉
へ
こ
の
詩
全
膿
に
あ
ふ
れ
る
限
-
な
い
充
足
感
は
､
そ
の
こ

と
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
ま
た
こ
こ
で
は
'
夕
暮
れ
と
い
う
特
殊
な

時
間
帯
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
'

移
-
ゆ
-
時
の
流
れ
を
強
-
意
識
し
'
意
識
し
た
上
で
今
と
い
う
時

を
み
つ
め
る
と
い
う
意
味
合

い
を
持

つ
こ
と
の
多

い
能
動
的
知
覚
動

詞
と
は
封
照
的
に
'
推
移
に
封
す
る
詩
人
の
意
識
は
ひ
と
と
き
消
え

て
'
時
の
流
れ
を
超
越
し
た
か
の
よ
う
な
空
間
が
措
か
れ
る
｡
知
覚

者
の
積
極
的
な
意
志
を
含
ま
な
い
か
ら
こ
そ
､
受
動
的
知
覚
動
詞
は

こ
の
よ
う
な
超
越
し
た
世
界
を
表
現
し
得
た
の
で
あ
-
'
こ
れ
も
ま

た
受
動
的
知
覚
動
詞
が
本
来
的
に
持

つ
意
味
を
詩
の
中
で
最
大
限
に

利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
陶
淵
明
詩
に
お
け
る
能
動
的

知
覚
動
詞
と
受
動
的
知
覚
動
詞
は
'
知
覚
者
と
封
象
物
と
の
関
係
'

そ
の
間
の
室
間
の
持

つ
意
味
合

い
と

い
う
意
味
で
も
'
流
れ
ゆ
-

〟時
〟

に
封
す
る
認
識
と
い
う
意
味
で
も
､
ま

っ
た
-
野
照
的
な
表

現
内
容

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

今
度
は
､
先
に
少
し
述
べ
た
よ
う
に
か
な
-
微
妙
な
性
質
を
持

つ

知
覚
動
詞

｢看
｣
の
使
用
例
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
｡

乙
巳
歳
三
月
為
建
威
参
軍
使
都
経
鑓
渓

ふ

乙
巳
の
歳
三
月
建
威
容
軍
と
為
-
都
に
使
し
て
鏡
漠
を
経

我
不
践
斯
境

我
れ
斯
の
境
を
践
ま
ざ
る
よ
-

は
なは

歳
月
好
巳
積

歳
月

好

だ
巳
に
積

め
-

み

農
夕
看
山
川

農
夕

山
川
を
看
る
に

こと
こと

事
事
悉
如
昔

幸
手

悉

-
昔
の
ご
と
し

微
雨
洗
高
林

微
雨

高
林
を
洗
い
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清
殿
矯
雲
蘭

脊
彼
品
物
存

義
風
都
未
隔

伊
余
何
為
者

勉
励
従
叢
役

一
形
似
有
利

素
襟
不
可
易

園
田
日
夢
想

安
得
久
離
析

終
懐
在
墾
舟

諒
哉
宜
霜
相

ち

活
魔

雲
蘭
を
矯

ぐ

かえり

彼
の
品

物
の
存
す
る
を

脊
み
る
に

す
べ

義
風

都
て
未
だ
隔
た

らず

な
ん
す

伊
れ
余

何
馬
る
者
ぞ

勉
励
し
て
叢
の
役
に
従
う

一
形

制
せ
ら
る
る
こ
と
有
る
に
似
た
る
も

･刀

素
襟

易
う
べ
か
ら
ず

園
田

日
び
夢
想
す

安
-
ん
ぞ
久
し
-
離
析
す
る
を
得
ん
や

終
懐

墾
舟
に

在-

壬
こと

よろ

諒

な
る
か
な

霜柏宜
し

こ
れ
は
'
以
前
来
た
こ
と
の
あ
る
地
を
再
び
訪
れ
'
昔
と
全
-
壁

わ
ら
な
い
そ
の
風
景
か
ら
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
再
確
認
す
る
と
い

う
詩
で
'
三
旬
日
に
知
覚
動
詞

｢看
｣
が
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
の

｢看
｣
は
'
知
覚
者
の
意
志
に
基
づ
-
知
覚
を
表
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
は
能
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の
側
面
を
持

っ
て
い
る
が
'
し

か
し
前
後
の
流
れ
か
ら
考
え
て
み
る
と
'
朝
夕
山
川
を
見
て
い
る
そ

の
詩
人
の
姿
は
'
朝
や
晩
と
い
う
そ
の
特
定
の
時
間
に
お
け
る
詩
人

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

の
知
覚
の
重
要
性
を
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
-
'
朝
起
き
た
後
や
晩

休
む
前
な
ど
日
常
の
生
活
サ
イ
ク
ル
の
中
で
ご
く
自
然
に
周
囲
の
山

川
を
見
て
い
る
と
い
う
､
そ
の
詩
人
と
山
川
と
の
自
然
な
ふ
れ
あ
い

の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
知
覚
野
象
で
あ
る

｢山
川
｣
も
'
詩
人
な
ら
で
は
の
選
揮
'
認
識
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う

な
個
別
的
な
'
特
異
な
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
t
と
-
も
な
お
き

ず
こ
の
知
覚
が
'
知
覚
者
の
主
催
的
な
選
樺
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の

で
は
な
-
'
滞
在
期
間
の
日
常
行
為
の
中
で
い
わ
ば
本
能
的
に
知
覚

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡
あ
る
日
の
あ
る
瞬
間

の
特
別
な
知
覚
動
作
に
よ

っ
て
で
は
な
-
'
数
日
間
の
ご
-
日
常
的

な
ふ
れ
あ
い
の
中
で
感
じ
ら
れ
た
こ
と
'
そ
れ
が
'
昔
と
少
し
も
愛

わ
ら
な
い
こ
の
地
の
け
が
れ
な
さ
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
こ
こ

で
は
'
知
覚
者
側
の
内
在
的
な
契
機
よ
-
も
封
象
で
あ
る
山
川
の
存

在
､
こ
ち
ら
の
働
き
か
け
の
方
が
'
表
現
の
上
で
よ
り
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
意
味
で
は
'
こ
こ
の

｢看
｣
は
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の

意
味
合

い
を
も
含
ん
だ
､
中
性
的
な
性
質
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
､
六
朝
詩
に
お
け
る

｢看
｣
の
使
わ
れ
方
に
つ
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い
て
'
少
し
詳
し
-
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
先
に
述
べ
た
よ
う

に
'
知
覚
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と
賓
際
に
知
覚
し
た
も
の
と
の
差
を

強
調
す
る

｢但
｣
｢惟

(唯
)｣
+
知
覚
動
詞
の
表
現
様
式
に
は
'
他

の
能
動
的
知
覚
動
詞
に
比
べ

｢看
｣
は
か
な
-
多
-
使
わ
れ
て
お
-
'

そ
の
粘
だ
け
見
れ
ば

｢看
｣
は
受
動
的
知
覚
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
し
か
し
賓
際
の
使
用
例
を
見
て
み
る
と
､
以
下
に
見
る
よ
う
に

｢看
｣
は
能
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の
色
彩
を
色
濃
-
持

っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
｡

傍
観
清
水
波

仰
看
明
月
光

天
漠
過
西
流

三
五
正
従
横

伸
し
て
活
水
の
波
を
税み

仰
ぎ

て
明
月
の
光
を
看
る

天
漠

週
-
て
西
に
流
れ

三
五

正
に
従
横
た
-

(親
文
帝
曹
杢

｢難
詩

二
首
'
其

l
J
『文
選
』
巻
二
九
)

も
て
あそ

弄
兄
林
前
戯

兄

の
林
前
に

戯
る
る
を

弄

び

良

看
婦
機
中
織

婦
の
機
中
に

織
る
を
看
る

(飽
照

｢擬
行
路
難
十
九

首
'
其
六
｣
『飽
氏
集
』
巻
八
)

蒼
鷹
斜
望
雄

蒼
鷹

斜
め
に
雄
を
望
み

み

白
鷺
下
着
魚

白
鷺

下
に
魚
を
看
る

(康
信

｢寒
園
即
日
｣
『庚
子
山
集
』
巻
四
)

曹
垂
の
例
で
は

｢清
水
波
｣
｢明
月
光
｣
は
特
に
選
ば
れ
'
特
別
な

思
い
を
込
め
て
視
線
を
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
L
t
飽
照
の
例
は

妻
が
機
を
織
る
姿
を
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
そ
の
喜
び
を
描
-
も
の

で
'
や
は
-

｢看
｣
は
能
動
的
知
覚
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
し
て
庚
信
の
例
で
は
'
室
か
ら
獲
物
を
ね
ら
う

｢白
鷺
｣
の
様
子

が
ほ
か
で
も
な
-

｢看
｣
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
受

動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の
使
用
例
も
'
や
は
-
見
受
け
ら
れ
る
｡
例

え
ば
､四

時
如
漏
水

飛
奔
競
回
復

夜
烏
響
嘩
喫

朝
光
照
慢
塩

厭
見
花
成
子

多
看
笥
為
竹

寓
里
断
昔
書

十
載
異
棲
宿

四
時

満
水
の
ご
と
-

飛
奔

競
い
て
回
復
す

夜
烏

響
き
て
喫
喫
た
-

朝
光

照
-
て
燈
慢
た
り

あ厭
-
ま
で
花

の
子
と
成
る
を
見

み

多
-
筒
の
竹
と
為
る
を
看
る

た

蔑
里

青
書
断
え

十
載

棲
宿
を
異
に
す

(王
倍
環

｢春
怨
｣
『王
墓
新
詠
』
巻
六
)
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で
は
'
何
年
も
夫
の
蹄
-
を
待
つ
間
に
t
も
う
う
ん
ざ
-
す
る
ほ
ど

何
回
も
季
節
が
巡
る
の
を
目
に
し
た
t
と
い
う
主
人
公
の
む
な
し
さ

が
'
意
志
で
は
な
-
結
果
を
表
す
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の

｢見
｣
｢看
｣
に
よ
-
表
れ
て
い
る
L
t

〟

川
平
看
鳥
遠

川
平
ら
か
に
し
て
鳥
の
遠
き
を
着

水
蔑
見
魚
驚

水
洩
-
し
て
魚
の
驚
-
を
見
る

(何
遜

｢輿
程
録
事
別
条
叙
播
手
｣
『何
遜
集
｣
巻
1
)

で
は
'
川
が
ど
こ
ま
で
も
平
ら
か
に
績
い
て
い
る
の
で
鳥
が
遠
-
に

飛
ぶ
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
L
t
水
が
浅
い
の
で
魚
が
驚
く

姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
t
と
い
う
よ
う
に
､
環
境
が
そ
の
知

覚
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
や
は
-

｢看
｣
｢見
｣
は
受

動
的
知
覚
動
詞
と
言

え

る
だ
ろ
う
｡
ま
た
'み

完
成
唯
看
柳

完
成

唯
だ
柳
を
看
る
の
み

し

退
城
不
識
春

遠
城

春
を
識
ら
ず

(王
褒

｢従
軍
行
二
首
'
其
二
｣
『文
苑
英
華
』
巻
一
九
九
)

で
は
'
蓮
境
の
と
り
で
で
は
た
だ
柳
が
目
に
映
る
ば
か
り
で
春
の
訪

れ
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
'
｢唯
看
｣
を
用
い
て
表
し
て
お
-
､

わ
た

み

時
看
遠
鴻
度

時
に
遠
鴻
の

度

る

を
看

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

た
ち
ま

乍
見
驚
鶴
起

乍

ち

驚
鴎
の
起
つ
を
見
る

(租
挺

｢望
海
詩
｣
『重
文
類
衆
』
巻
八
)

で
は
'
と
き
お
り
遠
く
鴻
が
渡

っ
て
い
く
の
を
目
に
L
t
に
わ
か
に

鴎
が
驚
い
て
飛
び
立
つ
の
を
見
る
t
と
い
う
孫
期
で
き
な
い
突
然
の

知
覚
を

｢看
｣
｢見
｣
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'

し

見
桐
猶
識
井

桐
を
見
て
猶
お
井
を
識
り

良

看
柳
尚
知
門

柳
を
看

て
筒
お
門
を
知
る

(江
線

｢南
還
尋
草
市
宅
詩
｣
『蛮
文
類
衆
』
巻
六
四
)

で
は
'
荒
れ
果
て
て
は
い
て
も
'
桐
を
見
つ
け
た
こ
と
で
今
も
な
お

井
戸
の
場
所
が
わ
か
-
'
柳
を
見
て
今
も
な
お
門
の
場
所
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
と
述
べ
'
第

一
次
的
な
感
覚
の
方
を

｢見
｣
｢看
｣
が
'

第
二
次
的
な
認
識
の
方
を

｢識
｣
｢知
｣
が
表
し
て
い
る
｡
こ
こ
で

｢見
｣
や

｢看
｣
は
知
覚
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
で
は
な
-
そ
の
場
に

お
け
る

｢桐
｣
や

｢柳
｣
の
存
在
'
そ
の
封
象
を
知
覚
で
き
た
と
い

う
知
覚
の
事
案
そ
の
も
の
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
や
は

り
受
動
的
知
覚
動
詞
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
､
｢看
｣
は
能
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て

も
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
も
使
え
る
言
葉
で
あ
る
よ
う
だ
が
'
こ

JJ
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こ
に
挙
げ
た
受
動
的
知
覚
動
詞
の
使
用
例
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
､

こ
の
言
葉
が
積
極
的
に
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
梁
代
あ
た
-
か
ら
で
､
そ
れ
以
前
で
は
'
使
用
例
自
髄
が

そ
れ
ほ
ど
多
-
は
な
い
も
の
の
'
能
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の
色
合

⑧

い
が
強
い
使
用
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

｡

そ
れ
は
'
先
に
挙
げ
た
例

を
含
め
て
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の
使
用
例
の
大
半
が
'
か
な
-

聾
律
に
注
意
を
沸

っ
た
作
品
で
あ
る
事
案
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'

能
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
ば
か
り
で
な
-
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て

も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
膿
が

｢看
｣
が
平
聾
と
し
て
も

使
用
で
き
る
と
い
う
聾
律
上
の
問
題
と
か
な
-
漢
-
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
能
動
的
知
覚
動
詞
か
ら
雨
用

の
動
詞
へ
と
襲
化
し
て
い
-
直
前
の
時
期
に
首
た
る
こ
の
陶
淵
明
の

用
例
を
見
て
み
る
と
'
｢看
｣
は
意
味
的
に
も
受
動
的
知
覚
動
詞
と

し
て
使
い
う
る
要
素
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
少
な
-
と
も
こ
の
詩
の

｢看
｣
に
は
､
先
の
詩
で
述
べ

た
よ
う
な
能
動
的
知
覚
動
詞
な
ら
で
は
の
特
徴
'
流
れ
ゆ
-
時
を
意

識
し
な
が
ら
あ
る

一
瞬
を
凝
視
す
る
と
い
う
態
度
や
､
存
在
の
場
を

異
に
す
る
も
の
を
知
覚
す
る
の
だ
と
い
う
知
覚
者
側
の
感
覚
な
ど
は

全
-
見
受
け
ら
れ
な
い
｡
陶
淵
明
の

｢看
｣
の
使
用
例
は
'
こ
れ
以

外
に
は

｢聯
句
｣
の

1
句
'

み

思
絶
慶
未
着

思
い
絶
え
て
慶
末
だ
看
ず

いたず
ら

徒
使
生
迷
惑

徒

に
迷
惑
を
生
ぜ
し
む

し
か
な
-
､
判
断
の
根
接
に
乏
し
い
が
'
こ
の

｢聯
句
｣
で
も
受
動

的
知
覚
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
陶
淵
明
詩
に
お

け
る
用
例
'
そ
し
て
後
述
す
る
謝
塞
連
詩
の
用
例
を
見
る
と
き
'
受

動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
使

い
う
る
鎗
地
を
残
し
て
い
た
知
覚
動
詞

｢看
｣
の
'
表
現
と
し
て
の
幅
の
贋
さ
､
中
性
的
な
側
面
が
見
え
て

-
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢看
｣
を
中
性
的
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
こ
で
作
者
は
朝
晩

山
川
を
眺
め
る
詩
人
の
穏
や
か
で
落
ち
着
い
た
心
､
そ
の
清
ら
か
さ

と
自
ら
も
調
和
し
ょ
う
と
す
る
心
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
自
然
の
撮
理
に
し
た
が
う
全
て
の
も
の
が
本

来
持

っ
て
い
る
べ
き
清
ら
か
さ
へ
積
や
か
さ
を
象
徴
的
に
描
寓
す
る

五
'
六
句
に
積
い
て
'
何
も
の
に
も
汚
さ
れ
ず
寅
の
姿
を
保

っ
て
い

る
そ
の
存
在
の
確
か
さ
に
封
し
､
静
か
に
い
つ
-
し
む
気
持
ち
を
込

め
て

｢宥
｣
と
い
う
知
覚
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢脊
｣
は
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本
来

〟か
え
-
み
る
″

と
い
う
意
味
で
あ
-
'
そ
こ
か
ら
知
覚
者
の

封
象
を
思
い
慕
う
こ
こ

ろ
'
心
惹
か
れ
る
気
持
ち
を
内
に
含
む
こ
と

が
あ
る
｡
こ
こ
で
も
今
な
お
愛
わ
ら
ぬ
そ
の
存
在
を
な
に
よ
り
い
と

お
し
-
思
う
詩
人
の
心
が
'
こ
の
言
葉
の
中
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
用
い
ら
れ
た
知
覚
動
詞
の
性
質
か
ら
も
､
こ

の
風
景
を
見

つ
め
る
詩
人
の
温
か
-
澄
ん
だ
目
'
こ
の
地
の
山
川
の

不
愛
性
､
存
在
の
確
か
さ
に
封
し
て
'
自
分
も
そ
う
あ
り
た
い
と
願

う
詩
人
の
静
か
な
思

い
を
'
我
々
は
確
賓
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

釜
谷
武
志
氏
の
､
｢
こ
の
詩
に
は
､
と
-
わ
け
自
然
措
寓
に
は
､
前

に
書
か
れ
た
詩
の
族
の
情
景
と
違

っ
て
'
重
苦
し
さ
が
な
-
､
む
し

⑨

ろ
暗
や
み
を
抜
け
出
た
後
の
明
る
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る

｣

と
い
う
言

葉
は
'
こ
の
よ
う
な
表
現
'
知
覚
動
詞
の
選
び
方
か
ら
も
納
得
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
'
詩
の
中
で
用
い
ら
れ
る

全
て
の
知
覚
動
詞
は
､
能
動
的
か
受
動
的
か
を
問
わ
ず
'
そ
の
時
々

の
詩
人
の
心
の
あ
り
よ
う
を
鮮
明
に
馨
し
出
す
表
現
の
豊
か
さ
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

二
幸
の
最
後
に
､
知
覚
動
詞
が
全
-
用
い
ら
れ
て
い
な
い
叙
景
の

例
を
見
て
'
陶
淵
明
詩
の
叙
景
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
｡

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(生
菌
)

辛
丑
歳
七
月
赴
仮
遠
江
陵
夜
行
塗
口

辛
丑
の
歳
七
月
赴
仮
し
て
江
陵
に
還
-
夜
塗
口
を
行
-

閉
居
三
十
載

逐
輿
塵
事
冥

辞
書
敦
宿
好

林
園
無
世
情

如
何
捨
此
去

造
造
至
南
刑

叩
惟
新
秋
月

臨
流
別
友
生

涼
風
起
婿
夕

夜
景
湛
虚
明

昭
昭
夫
字
潤

晶
品
川
上
平

懐
役
不
達
家

中
杏
樹
孤
征

商
歌
非
吾
事

依
依
在
講
耕

閉
居

三
十
載く

ら

遂
に
庭
草
と
冥
し

辞
書

宿
好
敦
-

林
園

世
情
無
し

如
何
ぞ
此
を
捨
て
去
り

造
造
と
し
て
南
刑
に
至
る
や

椎
を
叩
-

新
秋
の
月

流
れ
に
臨
み
て
友
生
と
別
る

ま
さ

涼
風

牌
に
夕

べ
な
ら
ん
と
す
る
に
起
き

た
た

夜
景

虚
明
を
湛
う

ひ
ろ

昭
昭
と
し
て

天
宇

潤
-

晶
畠
と
し
て

川
上
平
ら
か
な

り

いと
ま

役
を
懐

い
て
来
ぬ
る
に

達
あ
ら
ず

な

ひと

中
沓

尚
お
孤
り
征
-

商
歌
は
吾
が
事
に
非
ず

依
依
た
る
は
沸
耕
に
在
-

17
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投
冠
旋
膏
櫨

不
為
好
爵
紫

養
晃
衡
茅
下

庶
以
善
自
名

かえ

冠
を
投
げ
て
奮
櫨
に
旋
-

ま
と

好
宙

の
紫

い
と
為
ら
ず

鼻
を
衡
茅
の
下
に
養

い

こいね
が

み

ずか

庶

わ
-
は
善
を
以
て

自
ら
名
づ
け
ん

休
暇
を
終
え
不
本
意
な
が
ら
ま
た
掃
任
の
途
に
つ
こ
う
と
'
故
郷

の
友
と
別
れ
舟
を
こ
ぎ
出
す
､
そ
の
初
秋
の
夕
べ
を
描

い
て
い
る
の

が
九

-
十
二
句

の
部
分
で
あ
る
｡
時
刻
は
夜
に
さ
し
か
か

っ
て
い
る

も
の
の
'
ま
だ
う

つ
ろ
な
明
る
さ
が
た
だ
よ
う
涼
や
か
な
夕
べ
､
詩

人
を
包
ん
で
い
た
の
は
か
ら
-
と
贋
が
る
透
き
通

っ
た
室
と
'
白

々

と
ひ
た
す
ら
平
ら
か
に
積
-
川
面
で
あ

っ
た
｡
こ
の
夜
の
白

い
光
に

満
ち
た
寛
大
な
室
間
が
'
そ
の
と
き
の
詩
人
に
と

っ
て
如
何
な
る
意

味
を
持

っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
､
し
か

し
そ
れ
は
詩
人
が
視
覚
や
聴
覚
な
ど
の
知
覚
を
超
え
て
ま
さ
に
膿
感

し
た
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
の
廉
さ
'
透
明
感
は
'
詩
人
に
と

っ
て
心
情
的
に
受
け
入
れ
が
た
い
性
質
の
も
の
で
も
'
逆
に
個
人
的

な
感
情
を
投
影
さ
せ
る
こ
と
で
心
情
的
に
融
和
を
は
か
ろ
う
と
す
る

よ
う
な
性
質
の
も
の
で
も
な
-
､
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
の
場
を
包
ん
で

い
た
の
で
あ
-
､
自
ら
を
ち

っ
ぽ
け
な
も
の
と
感
じ
さ
せ
る
と
同
時

に
ま
た
こ
の
世
界
に
お
け
る
自
己
の
存
在
を
強
-
意
識
さ
せ
る
よ
う

な
'
そ
ん
な
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
こ
こ
で
は
､
知

覚
動
詞
の
よ
う
な
も
の
を
あ
え
て
使
わ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
'
詩
人

を
包
む
室
間
の
果
て
し
な
い
寮
が
-
を
強
調
し
'
果
て
し
な
く
績
く

空
間
と
そ
こ
に
た
だ
濁
-
存
在
す
る
自
己
と
い
う
構
園
を
形
作

っ
て

い
る
｡
こ
の
詩
人
を
中
心
に
し
て
遠
心
的
に
贋
が
る
世
界
は
'
先
程

ま
で
見
て
き
た
知
覚
動
詞
に
よ
る
二
極
構
造
の
世
界
と
は
明
ら
か
に

異
な
る
も
の
で
あ
る
.
詩
人
を
唯

1
の
中
心
と
し
て
贋
大
な
室
間
を

構
成
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
'
先
に
述
べ
た
よ
う
な
'
果
て
し
な
い
贋

が
-
の
中
で
個
と
し
て
の
詩
人
の
存
在
が
際
立

つ
と
い
う
猪
白
の
世

界
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
知
覚
動
詞
を
用

い
な
い

表
現
方
法
に
は
ほ
か
に
も
様
々
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
'
知
覚

動
詞
を
使
用
し
た
場
合
と
の
明
ら
か
な
相
違
'
猫
自
性
を
'
こ
こ
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

陶
淵
明
詩
全
憶
を
見
渡
し
て
み
る
と
'
叙
景
に
は
知
覚
動
詞
を
伴

わ
な
い
こ
と
の
方
が
多
-
'
知
覚
動
詞
を
用
い
た
叙
景
は
'
そ
れ
ぞ

れ
非
常
に
個
性
的
で
は
あ
る
も
の
の
少
数
に
止
ま

っ
て
い
る
と
言
え

る
｡
よ
り
多

い
の
は
'
先
の
詩
に
も
表
れ
て
い
た
よ
う
に
視
覚
や
聴

Jβ



覚
な
ど
の
個
別
的
な
知
覚
を
超
え
て
感
じ
取
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
'

た
と
え
ば
､

廉
廉
秋
巳
夕

凄
凄
風
露
交

蔓
草
不
復
薬

園
木
空
自
凋

活
気
澄
飴
淳

杏
然
天
界
高

哀
蝉
無
留
響

叢
雁
鳴
雲
零

廉
廉
と
し
て
秋
己
に
夕
れ

凄
濠
と
し
て
風
露
交
わ
る

ま

蔓
草

復
た
栄
え
ず

あ
の

しぎ

園
木

室
し
く
自
ず
か
ら
猟
む

活
気

除
淳
を
澄
ま
し

杏
然
と
し
て
天
界
高
し

哀
蝉

響
き
を
留
む
る
無
-

叢
雁

雲
零

に
鳴
-

(｢己
酉
歳
九
月
九
日
｣)

如
何
蓬
庭
士

如
何
ぞ

蓬
庭
の
士

重
税
時
運
傾

空
し
-
時
蓮
の
傾
-
を
観
る
や

塵
爵
恥
虚
費

塵
爵

虚
費を
恥
じ

いたずら
iCの

はなさ

寒
華
徒
白
菜

寒
華

徒

に
自
ず
か
ら

柴-(｢九
日
閉
居
｣)

に
お
け
る

｢露
凄
｣
｢素
敵
｣
の
二
句

の
よ
う
な
例
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
は
あ
ら
ゆ
る
生
物
が
凋
落
の

1
途
を
た
ど
る
秋
に
も
決
し
て
失
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
清
ら
か
さ
'
秋
な
ら
で
は
の
透
明
感
あ
ふ
れ
る
情

景
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
む
や
み
に
拝
情
に
流
れ
ず
'
よ
-

高

い
次
元
で
の
存
在
の
普
遍
性
を
感
じ
さ
せ
る
詩
に
な

っ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
は
'

19

に
お
け
る

｢活
気
｣
｢香
然
｣
の
二
句
や
'

露
凄
喧
風
息

気
撤
天
象
明

往
燕
無
遺
影

乗
雁
有
鎗
聾

酒
能
砿
百
慮

菊
解
制
頼
齢

露
湊
と
し
て
喧
風
息
み

と
も

気
徹
り
て
天
象
明
ら
か
な
り

往
燕

遺
影
無
く

来
雁

鎗
聾
有
り

は
ら

酒
は
能
-
百
膚
を
蔽
い

菊
は
解
く
頼
齢
を
制
す

暖
暖
達
人
村

依
依
櫨
里
梱

狗
吠
探
巷
中

鶴
鳴
桑
樹
顛

乗
乗
数
時
務

解
顔
勤
農
人

暖
暖
た
り

依
依
た
り

狗
は
吠
ゆ

塵
は
鳴
-

達
人
の
村

櫨
里
の
梱

深
巷
の
中

桑
樹
の
顕

(｢韓
園
田
居
五
首
'
其

一
｣
)

と

来
を
乗
-
て
時
務
を
歓
び

顔
を
解
き
て
農
人
に
勧
む

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)
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平
時
交
連
風

平
時

遠
風
を
交
え

良
苗
亦
懐
新

良
苗

亦
た
新
を
懐
-

(｢突
卯
歳
始
春
懐
古
田
舎
二
首
へ
英
二
｣
)

の
よ
う
な
'
あ
る
べ
き
田
園
の
姿
を
象
徴
的
に
措
-
詩
と
共
に
'
陶

淵
明
詩
の
叙
景
の
特
質
を
よ
-
表
し
て
い
る
｡
彼
の
詩
に
現
れ
る
多

く
の
風
景
は
'
個
々
の
酎
象
物
と
の
感
情
的
な
野
立
や

一
鰹
化
､
或

い
は
そ
の
場
に
お
け
る
心
情
的
な
調
和
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
-
'

個
々
の
感
情
を
超
え
た
､
存
在
と
し
て
の
調
和
を
措
こ
う
と
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
｡
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
知
覚
動
詞
が
持

つ
性
質
を
詩
の

中
で
積
極
的
に
生
か
し
た

一
方
で
'
知
覚
動
詞
を
用
い
な
い
叙
景
の

中
に
'
よ
-
多
-
の
特
徴
的
な
風
景
措
菊
を
残
し
た
の
で
あ
る
｡

三

謝
姦
連
詩
に
お
け
る
知
覚
動
詞

謝
塞
蓮
の
詩
に
は
'
か
な
り
多
-
の
能
動
的
知
覚
動
詞
が
使
わ
れ

て
い
る
｡
ま
ず
最
初
に
挙
げ
る
の
は
､
特
定
の
封
象
物
に
感
情
移
入

す
る
詩
人
の
姿
を
､
能
動
的
知
覚
動
詞
に
よ
っ
て
表
現
す
る
も
の
で

あ

る｡

エノ

客
遊
倦
水
宿

客
遊

水
宿
に
倦
む

風
潮
難
具
論

洲
島
験
迎
合

析
岸
屡
崩
奔

来
月
聴
哀
訳

混
亮
熊
芳
席

春
晩
緑
野
秀

巌
高
白
雲
屯

千
念
集
日
夜

寓
感
盈
朝
昏

つぶさ

風
潮

具
に

は論

じ
難
し

しば

洲
島

願
し
ぼ
過

合
し

しば

析
岸

屡
し
ぼ
崩

奔
す

月
に
乗
じ
て
哀
訳

を聴
き

し
め

かんば

露
に
混
り
て
芳
孫

殺し

ひ
い

春
晩
れ
て
緑
野
秀
であ

つ

巌
高
-
し
て
白
雲
屯
ま

る

千
念

日
夜
集
ま
-

み

寓
感

朝
昏
に
盈
つ

_Jl0

(｢入
彰
姦
湖
口
｣
『文
選
』
巻
二
六
行
旗
上
)

こ
の
詩
で
は

｢乗
月
｣
の
句
に
能
動
的
知
覚
動
詞

｢聴
｣
が
使
わ

れ
'
訳
と
同
じ
月
の
光
を
浴
び
な
が
ら
そ
の
鳴
き
聾
に
じ
っ
と
耳
を

澄
ま
し
'
訳
と

一
つ
の

〟時
〟

を
共
有
し
て
い
る
詩
人
の
姿
が
'
哀

調
を
帯
び
た
濃
密
な
雰
囲
気
と

と
も
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で

表
現
さ
れ
た
凝
縮
さ
れ
た
〟

時
″'
そ
し
て
詩
人
の
特
定
封
象
物
に

封
す
る
感
情
的
な
没
入
は
､
先
に
挙
げ
た
謝
眺

｢移
病
還
園
示
親

展
｣
詩
の

｢滅
燭
聴
蹄
鴻
｣
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
｡
｢哀
択
｣
と

い
い
'
こ
の
頃
す
で
に
悲
し
み
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
定
着
し



て
い
た
サ
ル
を

｢聴
｣
の
野
象
と
し
て
い
る
鮎
'
よ
-
能
動
的
知
覚

動
詞
の
典
型
的
使
用
例
に
近
-
'
拝
惰
性
の
尊
露
に
重
き
を
置
い
た

表
現
と
い
え
る
が
'
し
か
し
謝
眺
詩
と
同
じ
-
こ
こ
で
も
知
覚
者
と

封
象
物
と
が

l
封

一
で
排
他
的
に
強
-
結
び
つ
い
て
お
り
'
そ
の
緊

密
な
二
極
構
造
に
よ

っ
て
知
覚
者
と
封
象
物
と
の
感
情
的
な

一
膿
化

を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

登
上
戊
石
鼓
山

旋
人
心
長
久

憂
憂
自
相
接

故
郷
路
遥
遠

川
陸
不
可
渉

洞
洞
莫
輿
娯

沓
春
托
登
蹄

歓
願
匪
無
並

戚
慮
庶
有
協

極
目
昧
左
閥

週
願
眺
右
狭

日
没
澗
埠
波

上
戊
の
石
鼓
山
に
登
る

旗

人
は
心
長
久
に
し
て

あの

憂
憂

自
ず
か
ら
相
接
す

故
郷
は
路
遥
か
に
遠
-

わ
た

川
陸

捗
る
べ
か
ら
ず

と
も

た
の

洞
洞
と
し
て
輿
に
娯

し
む
莫
-

た
く

馨
春

登
蹄
に
托
す

歓
願

虹

に
並
ぶ
無
-

も
ろ

戚
慮

庶
も
ろ
協
う
有
り

良

日
を
極
め
て
左
閥
を
昧

週
願
し
て
右
狭
を
眺
む

日
没
し
て
潤
は
波
を
増
し

雲
生
嶺
速
星

白
荘
競
新
吉

線
亮
斉
初
葉

摘
芳
芳
廓
譲

愉
楽
柴
不
嬰

任
期
緬
無
像

騎
望
誰
云
値

い
よ

か
さ

雲
生
じ
て
嶺
は

遠

い

よ

重

な

る

自
正
は
新
苔
を
競

い
そ
ろ

緑
亮
は
初
葉
を

舞
うわす

な

芳
を
摘
む
も
芽

は
譲
れ
し
む

る
こ
と
廉
-

やわ

愉
楽
す
る
も
柴

は

警
ら
げ
ず

任
期

緬
と
し
て
像
無
-

かな

騨
望
す
る
も
誰
か

候
う
と
云

わ
ん

(
『謝
康
柴
詩
注
』
巻
二
)

こ
の
詩
で
は
九
㌧
十
句
の
能
動
的
知
覚
動
詞
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

た
風
景
が
十

一
㌧
十
二
句
に
具
髄
的
に
描
か
れ
て
お
り
､
よ
-
細
か

-
言
え
ば
九
句
が
十

一
句
に
封
廃
し
'
十
句
が
十
二
句
に
封
癒
し
て

⑲

い
る
と
思
わ
れ
る

｡

こ
れ
以
前
の
能
動
的
知
覚
動
詞
の
使
用
例
は
､

知
覚
の
封
象
を
簡
潔
に
表
示
す
る
の
み
で
､
そ
の
知
覚
動
作
に
よ
っ

て
賓
際
に
捉
え
ら
れ
た
風
景
を
具
膿
的
な
形
で
詳
細
に
描
-
こ
と
は

少
な
-
'
特
に
封
象
を
捉
え
た
時
の
詩
人
の
感
情
が
色
濃
-
投
影
さ

れ
た
､
い
う
な
ら
ば
能
動
的
に
知
覚
し
た
か
ら
こ
そ
捉
え
得
た
風
景

と
い
う
も
の
は
'
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
｡
し
か
し

こ
こ
の
十

二

十
二
句
は
､
日
が
浸
し
て
連
-
が
暗
-
な
る
に
つ
れ
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菌
)
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第
六
十
冊

谷
川
の
水
は
急
激
に
勢

い
を
増
し
'
雲
が
わ
き
起
こ
る
に
つ
れ
山
の

嶺
々
は
い
よ
い
よ
折
-
重
な

っ
て
見
え
る
､
と
い
う
よ
う
に
､
非
常

に
具
膿
的
で
あ
る
ば
か
-
で
な
-
'
｢
櫓
波
｣
｢途
畳
｣
と
い
う
表
現

か
ら
は
ま
る
で
水
や
嶺
々
が
盛
-
上
が
り
せ
り
出
し
て
-
る
か
の
よ

う
な
印
象
が
あ
り
'
そ
れ
は
こ
の
風
景
が
､
憂

い
が
徐
々
に
滑
幅
し

膨
ら
ん
で
い
-
そ
の
時
の
詩
人
の
心
理
状
態
を
暗
に
映
し
出
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
こ
の
能
動
的
知
覚
動
詞
に
績

い
て

現
れ
る
十

一
､
十
二
句

の
風
景
は
'
先

の
謝
眺

｢移
病
還
園
示
親

展
｣
詩
の

｢菓
低
知
露
密
'
岸
断
識
雲
量
｣
が
'
風
景
描
菊
で
あ
る

と
と
も
に
ま
た
詩
人
の
心
象
風
景
で
も
あ

っ
た
の
と
非
常
に
よ
-
似

て
い
る
｡
そ
こ
に
は
波
立

つ
谷
川
や
折
り
重
な
る
嶺
々
と
い
っ
た
特

定
の
封
象
物
に
封
す
る
詩
人
の
強

い
感
情
の
流
入
が
見
ら
れ
る
が
t

L
か
し
こ
の
詩
で
は
そ
れ
は
個
々
の
封
象
と
の

一
髄
化
で
は
な
-
'

逆
に
鋭
い
封
立
'
緊
張
関
係
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ

の
時
の
詩
人
に
と

っ
て
､
山
水

の
風
景
は
墜
迫
感
を
も

っ
て
心
に
重

-
せ
ま
-
'
い
つ
も
は
心
を
和
ま
せ
て
-
れ
る
初
春
の
風
景
さ
え
も
'

こ
の
時
の
詩
人
の
憂

い
を
排

っ
て
は
く
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
'
個
々
の
封
象
と

一
軒

一
で
相
野
す
る
と
い
う
排

他
的
な
二
極
構
造
を
と

っ
て
お
り
'
封
象
と
の
間
に
流
れ
る
張
-

つ

め
た
'
濃
密
な
時
間
の
中
で
､
あ
る
と
き
は
封
象
と
完
全
に

一
倍
化

し
ょ
う
と
し
'
ま
た
あ
る
と
き
は
鋭
-
封
立
す
る
と

い
う
'
知
覚
者

と
封
象
物
と
の
特
殊
な
関
係
を
､
能
動
的
知
覚
動
詞
と
そ
れ
に
績
-

風
景
描
寓
に
よ

っ
て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
'
能
動
的
な
知
覚
を
表
す
表
現
で
濁
得
な
も
の
と
し
て

ユよ
､

石
門
巌
上
宿

朝
挙
苑
中
蘭

畏
彼
霜
下
歓

喫
蓮
雲
際
宿

弄
此
石
上
月

鳥
鳴
識
夜
棲

木
落
知
風
費

異
音
同
致
聴

殊
響
倶
清
越

妙
物
莫
為
賞

芳
情
誰
輿
伐

石
門
巌
上
に
宿
ると

朝
に
苑
中
の
蘭
を
奉
り
て

彼
の
霜
下
に
歓
-
る
を
畏
れ

く
れ

か
え

嘆
に
雲
際
の
宿

に
還
り
て

も
てあ
そ

此
の
石
上
の
月
を

弄
ぶ

や
ど

し

鳥
鳴
き
て
夜
に
棲
る
を
識
り

木
落
ち
て
風
の
費
す

る
を
知
る

と
も

異
音

同
に
薬
を
致

し

殊
響

倶
に
活
越
な
-

ため

妙
物

為
に
賞
す
る
莫
-

と
も

ほ
こ

芳
筋

誰
と
輿
に
か
伐
ら
ん

- _1_1-



つい

美
人
寛
不
束

美
人

寛に
乗
ら
ず

いたすら
か
わ

陽
阿
徒
晴
髪

陽
阿

徒
に
髪
を

暗
か
す

(
『謝
康
契
詩
注
』
巻
三
)

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
こ
で
詩
人
は
'
月
を
愛
で
て
い
た
あ

る
瞬
間
'
鳥
の
鳴
-
聾
と
'
木
の
葉
が
落
ち
る
音
と
い
う
'
異
な
る

二
種
類
の
音
を
同
時
に
聴
き
'
そ
の
清
澄
な
響
き
に
感
動
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
､
突
然
耳
に
入

っ
て
き
た
音
に
野
す
る

｢鳥
鳴
｣
｢木
落
｣

と
い
う
詩
人
の
第

7
次
的
な
感
覚
と
､
そ
こ
に
意
味
付
け
が
な
さ
れ

た

｢夜
棲
｣
-

鳥
が
そ
こ
を
夜
の
住
み
か
と
し
て
い
る
'
｢風
費
｣

I

風
が
吹
き
起
こ
っ
た
t
と
い
う
第
二
次
的
な
認
識
が
直
別
さ
れ
､

そ
れ
ら
が

｢識
｣
｢知
｣
と

い
う
動
詞
に
よ

っ
て

一
句

の
中
に
同
時

に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
詩
人
の
知
覚
の
鋸
さ
が
'
本
来

｢聞
｣
と
言

う

べ
き
突
然

の
知
覚
を
'

一
瞬

の
う
ち
に

｢聴
｣
に
襲
え
た

(｢致

聴
｣)'
そ
の
絶
妙
の

一
瞬
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
-
'
こ
こ
に
は

知
覚
の
瞬
間
に
お
け
る
詩
人
の
感
性
の
鋭
さ
'
そ
の
圭
鰭
性
が
よ
-

表
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
は
'
先
の
謝
眺
詩
の

｢葉
低

知
露
密
､
岸
断
識
雲
重
｣
句
と
全
-
同
じ
構
造
を
と
る
も
の
で
あ
-
'

叙
景
に
お
い
て
感
覚
と
認
識
を
屈
別
し
て
描
寓
す
る
表
現
形
態

の
さ

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

き
が
け
と
し
て
注
目
に
値
す
る
｡
こ
れ
ら
の
主
髄
的
な
知
覚
を
あ
ら

わ
す
表
現
に
よ

っ
て
'
こ
こ
に
は
全
-
異
な
る
二
つ
の
音
が
'
そ
れ

ぞ
れ
個
と
し
て
鋭
-
相
野
し
っ
つ
､
同
じ
瞬
間
に
き
ら
め
-
そ
の
妙
'

そ
し
て
そ
の
張
-

つ
め
た

一
瞬
に
鋸
-
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
す
詩
人
の

姿
が
'
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
二
つ
の
音
は
融
和
し
た
の

で
は
な
-
'
あ
る
瞬
間
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
滞
日
の
輝
き
を
放

っ
た
｡

つ
ま
-
こ
こ
に
は
'
詩
人
と
二
つ
の
音
の
あ
わ
せ
て
三
者
が
'
そ
れ

ぞ
れ
鋭
く
相
野
し
た

一
瞬
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
能

動
的
な
知
覚
表
現
が
'
表
現
と
し
て
は
'
融
和
で
は
な
-
個
々
の
違

い
を
際
立
た
せ
る
方
向
に
働
-
こ
と
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡

で
は
次
に
'
能
動
的
知
覚
動
詞
が
'
美
を
見
出
そ
う
と
す
る
詩
人

の
積
極
的
な
態
度
を
表
し
て
い
る
い
-
つ
か
の
例
を
見
て
み
よ
う
｡
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登
池
上
榎

潜
則
姻
幽
姿

飛
鴻
響
遠
音

薄
零
悦
雲
浮

棲
川
作
淵
沈

進
徳
智
所
拙

はと
り

池
の

上

の

榎
に
登
る

う
つく

漕
則

幽
姿

嫡

し
-

飛
鴻

遠
音
を
響
か
す

⊥よ

零
に
薄
り
て
は
雲
に
浮
か
ぶ
る
に
像
じ

川
に
棲
み
て
は
淵
に
沈
む
る
に
怜
ず

つた
な

徳
を
進
め
て
は
智
の

拙

-

す
る
所
と
な
り
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第
六
十
冊

退
耕
力
不
住

絢
緑
反
窮
海

臥
癖
封
杢
林

裏
枕
昧
節
候

襲
開
暫
窺
臨

傾
耳
聡
波
潤

寧
日
眺
帳
款

初
景
革
緒
風

新
陽
改
故
陰

池
塘
生
春
草

園
柳
蟹
鳴
禽

祁
祁
傷
幽
歌

妻
妾
感
楚
吟

索
居
易
永
久

離
葦
難
度
心

持
操
呈
濁
古

無
悶
徴
在
今

た

耕
に
退
き
て
は
力

任

え

ず

したが

かえ

緑
に

絢

い
て
窮

海に
反
り

やま
い

癖
に
臥
し

て
室

林に射
す

く
ら

裏
枕

節
候
に

昧-

かか

し
ば
ら

⑪

案
げ
開
き
て
暫

-
窺
い
臨
む

き

耳
を
傾
け
て
波

潤を玲
き

目
を
挙
げ
て
帳

款を眺
む

あらた

初
景

緒
風
を

革め

新
陽

故
陰
を
改
む

池
塘

春
草
生
じ

園
柳

鳴
禽
襲
ず

祁
祁
と
し
て
幽
歌
を
傷
み

妻
妾
と
し
て
楚
吟
に

感
ず

や

す

索
居
は
永
久
な
り
易

-

し
よ

離
華
は
心
を

虚
し
難

し

みさわ
操

を
持
す
る
は
山豆
に

猫
-古
の
み
な
ら
ん
や

し
る
し

悶
無
き
は
徴

今

に
在
-

(『文
選
』
巻
二
二
遊
覧
)

こ
の
詩
で
は
'
部
屋
の
中
に
閉
じ
こ
も

っ
て
外
の
空
気
に
全
-
解

れ
ず
に
過
ご
し
て
き
た
詩
人
が
､
こ
の
と
き
'
外
の
世
界
を
覗
い
て
'

い
つ
の
間
に
か
訪
れ
て
い
た
春
の
陽
気
に
解
れ
'
生
命
力
の
沈
滞
し

た
病
室
か
ら
抜
け
出
し
て
生
命
力
溢
れ
る
世
界
と
交
わ

っ
た
､
そ
の

喜
び
を
表
現
し
て
い
る
｡
九
㌧
十
旬
日
で
'
病
に
臥
し
て
引
き
こ
も

っ
て
い
た
た
め
し
ば
ら
-
の
あ
い
だ
外
の
世
界
と
隔
絶
し
て
い
た
こ

と
'
こ
の
日
'
久
万
ぶ
-
に
御
簾
を
か
か
げ
て
外
界
と
接
解
し
た
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
お
-
'
十
旬
日
の

｢窺
臨
｣
と
､
そ
れ
に
績
-

｢傾
耳
聡
｣
｢拳
目
眺
｣
と
い
う
能
動
的
な
知
覚
表
現
が
'
目
や
耳

で
捉
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
愛
化
を
積
極
的
に
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
詩
人

の
強
い
意
志
を
よ
-
表
し
'
ま
た
叙
景
に
移
る
韓
換
鮎
と
も
な

っ
て

い
る
｡
｢聡
｣
は

｢聴
｣
と
ほ
ぼ
同
義
で
､
能
動
的
知
覚
動
詞
に
屠

す
る
言
葉
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
能
動
的
知
覚
動
詞
が
､
詩
人
が
外
界

に
鯛
れ
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
心
境
を
徐
々
に
埜
化
さ
せ
て
い
-

契
機
と
し
て
'
致
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
こ

に
も
'
先
に
見
た
陶
淵
明
詩
に
お
け
る
能
動
的
知
覚
動
詞
と
同
様
に
'

い
ま
ま
で
存
在
室
間
を
異
に
し
て
い
た
物
を
い
ま
ま
さ
に
知
覚
す
る

と
い
う
知
覚
者
側
の
意
識
が
､
や
は
-
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

ー-_ll-



れ
る
｡
そ
の
意
識
が
'
自
分
が
ふ
せ
っ
て
い
る
間
に
起
き
た
外
界
の

あ
ら
ゆ
る
撃
化
を
で
き
る
限
-
捉
え
よ
う
と
す
る
詩
人
の
強
い
好
奇

心
と
探
求
心
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
表
現
と
し
て
の
能
動

的
知
覚
動
詞
は
'
個
々
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
方
向
に
働
-
と
い
う

本
来
的
に
持
つ
性
質
の
故
に
'
自
己
と
は
境
を
隔
て
て
別
の
世
界
に

存
在
し
て
い
る
物
に
封
し
'
強
い
関
心
を
も

っ
て
知
覚
す
る
と
い
う

知
覚
者
側
の
意
識
を
､
確
か
に
含
み
う
る
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'

能
動
的
知
覚
動
詞
が
持
つ
意
味
合
い
の
類
似
は
と
も
か
-
'
こ
れ
ら

の
表
現
で
描
寓
さ
れ
た
全
膿
的
な
詩
の
世
界
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
は

先
の
陶
淵
明
詩
と
は
全
-
異
な
っ
て
い
る
｡
能
動
的
知
覚
動
詞
に
緯

-
十
三
-
十
六
句
で
は
'
知
覚
者
た
る
詩
人
が
知
覚
を
向
け
た
軌
跡

を
順
々
に
追
う
か
の
よ
う
に
詩
が
展
開
し
'
｢草
｣
｢改
｣
｢襲
｣
な

ど
端
々
の
表
現
の
な
か
に
も
'
詩
人
の
積
極
的
な
意
志
'
鋭
敏
な
感

性
が
新
た
な
春
の
気
配
を
次
々
と
捉
え
て
い
-
さ
ま
が
表
さ
れ
､
詩

人
の
感
性
の
銘
さ
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
｡
生
き
生
き
し
た

も
の
'
美
し
い
も
の
を
自
ら
積
極
的
に
見
出
そ
う
と
す
る
意
識
が
詩

全
鰹
を
通
じ
て
濃
厚
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
こ
の
詩
に
お
け
る
能
動

的
知
覚
動
詞
は
'
拝
惰
性
を
強
-
押
し
出
す
た
め
と
い
う
よ
り
は
'

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

景
色
の
中
の
よ
-
微
妙
で
繊
細
な
も
の
を
捉
え
､
描
き
出
そ
う
と
す

る
詩
人
の
態
度
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
叙
景
'
そ
し
て
そ

の
中
で
使
わ
れ
る
能
動
的
知
覚
動
詞
は
､
詩
全
健
を
貢
-
拝
情
の
た

め
の
表
現
か
ら
､
そ
れ
自
身
鑑
賞
に
堪
え
る
濁
立
し
た
表
現
へ
と
'

そ
の
重
鮎
を
韓
換
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
能
動
的
知
覚
動

詞
は
行
惰
性
か
ら
離
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
ら
は
美
を

見
出
そ
う
と
す
る
知
覚
者
の
積
極
的
な
意
志
と
と
も
に
'
美
を
追
い

求
め
る
彼
が
そ
の
時
々
に
味
わ
う
喜
び
や
悲
し
み
'
絶
え
ず
大
き
く

揺
れ
動
-
そ
の
心
の
あ
-
よ
う
を
'
常
に
表
現
の
中
に
含
ん
で
い
る
｡

こ
の
詩
に
お
い
て
も
'
外

へ
知
覚
を
向
け
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
し

て
詩
人
の
気
持
ち
が
徐
々
に
高
揚
し
て
い
き
'
沈
滞
か
ら
上
昇
へ
と

い
う
周
囲
の
空
気
の
愛
化
と
と
も
に
'
詩
人
の
気
持
ち
ま
で
も
が
積

⑫

極
的
な
方
向

へ
と
向
か
っ
て
い
-
様
子
が
よ
-
表
現
さ
れ
て
い
る

｡

こ
の
よ
う
に
'
能
動
的
な
知
覚
表
現
が
'
美
を
見
出
す
積
極
的
な
態

度
と
と
も
に
そ
の
時
々
に
見
せ
る
詩
人
の
心
情
的
な
撃
化
を
表
す
も

の
と
し
て
は
'
こ
の
ほ
か
'
同
じ
-
永
嘉
太
守
時
期
の
作
で

『文

選
』
で
も
こ
の
詩
の
次
に
載
せ
る

｢遊
南
亭
｣
が
あ
る
｡

遊
商
事

南
亭
に
遊
ぶ

_)5ll
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時
克
夕
澄
春

雲
好
日
西
馳

密
林
含
鎗
清

遠
峯
隠
牛
規

久
癌
昏
塾
苦

旗
舘
眺
郊
肢

滞
蘭
漸
被
遥

芙
蓉
始
尊
池

未
厭
青
春
好

己
親
米
明
移

感
感
感
物
歎

星
星
白
髪
垂

薬
餌
情
所
止

衰
疾
忽
在
斯

逝
滑
候
秋
水

息
景
催
善
崖

我
志
誰
輿
亮

賞
心
惟
良
知

第
六
十
冊お

わ

,～

時

克

-

て
夕
澄
み
熟

れ

雲
締
り
て
日
西
に
馳
す

密
林

除
活
を
含
み

遠
峯

半
規
を
隠
す

千

久
し
-
癌
む

昏
塾
の
苦

放
館
に
郊
肢
を
眺
む

ようや

お
お

揮
蘭

漸
-
蓬
を
被
いひら

芙
蓉

始
め
て
池
に

費
-

あ

未
だ
青
春
の
好
き
に
厭
か
ざ

る
に

み

己
に
未
明
の
移
る
を
観
る

感
感
と
し
て
物
に
感
じ
て
歎
じ

星
星
と
し
て
白
髪
垂
る

薬
餌
は
情
の
止
む
る
所
に
し
て

た
ち
ま

衰
疾
は

忽
ち

斯
に
在
-

･Mさ

ま

逝
-
ゆ
-

滑
に
秋
水
を
候
ち

やす

い
こ

景
を
息
め
て
善
崖
に
催
わ
ん
と
す

と
も

我
が
志

誰
と
輿
に
か
亮
ら
か
に
せ
ん

賞
心

惟
れ
良
知

(
『文
選
』
巻
二
二
遊
覧
)

一
-
四
句
で
は
'
雨
上
が
-
の
夕
暮
れ
な
ら
で
は
の
美
し
い
情
景

が
比
較
的
客
観
的
に
措
か
れ
て
い
る
が
'
五
'
六
句
か
ら
詩
の
流
れ

は
徐
々
に
趣
を
襲
え
て
季
節
の
牽
化
'
そ
れ
に
伴
う
推
移
の
悲
哀
に

重
鮎
を
移
し
て
い
-
｡
六
旬
日
の
能
動
的
知
覚
動
詞

｢眺
｣
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
た
景
色
を
具
髄
的
に
表
現
す
る
七
㌧
八
句
は
'
そ
れ
ぞ

れ
が
美
を
表
現
す
る
叙
景
の
句
で
あ
る
が
'
｢漸
｣
｢始
｣
な
ど
の
表

現
か
ら
は
､
季
節
の
移
ろ
い
を
強
-
意
識
し
な
が
ら
今
を
見

つ
め
る

詩
人
の
鋸
敏
な
感
性
､
外
界
の
風
景
に
絶
え
ず
敏
感
に
反
麿
す
る
そ

の
姿
が
'
鮮
明
に
浮
か
び
上
が

っ
て
-
る
｡
そ
し
て
績
-
九
'
十
句

に
は
'
｢眺
｣
の
結
果
捉
え
ら
れ
た
風
景
の
愛
容
の

一
こ
ま
に
強
-

心
を
揺
-
動
か
さ
れ
た
詩
人
の
'
そ
の
動
揺
し
や
す
い
心
の
あ
-
よ

⑬

う
が
'
特
に
知
覚
動
詞

｢親
｣
の
中
に
よ
-
表
れ
て
い
る

｡

こ
の

｢親
｣
と
い
う
動
詞
は
'
例
え
ば
王
条
の

｢貯
文
叔
良
｣
(
『文
選
』

巻
二
三
)
に

｢親
書
知
徴
｣
と
い
い
､
そ
の
李
善
注
に

『越
経
書
』

を
引

い
て

｢子
育
日
'
聖
人
見
徴
知
者
'
親
始
知
己
｡
｣
と
い
う
よ

う
に
'
も
と
も
と

｢見
｣
に
近
い
使
わ
れ
方
を
す
る
言
葉
で
あ
る
｡

謝
垂
連
詩
の
用
例
で
も
'
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窺
巌
不
親
景

披
林
岩
見
天

復
観
東
都
輝

重
見
漠
朝
別

･ハ

巌
を
窺

い
て
景
を
親
ず

ひ
ら

林
を
披
き
て
量
に
天
を
見
ん

(｢沓
蹄
瀬
三
湊
布
望
南
淡
｣
『謝
康
契
詩
注
』
巻
四
)

み

復
た
東
都
の
輝
き
を
親

重
ね
て
漠
朝
の
別
を
見
る

の
よ
う
に
､
｢不
親

-
'
但
見
-
-
｣
の
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

〟
(プ
ラ
ス
の
意
味
合
い
を
持

つ
も
の
)
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
-
､

た
だ

(
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
合

い
を
持

つ
も
の
)
ば
か
り
を
目
に
す

る
″

と
表
現
す
る
劉
義
隆
や
飽
照
の
例
'
ま
た
'

(｢擬
貌
太
子
鄭
中
集
詩
八
首
'
陳
琳
｣
『文
選
』
巻
三
十
)

の
よ
う
に
'
｢見
｣
と
意
味
的
に
同
じ
方
向
で
封
に
な

っ
て
い
る
も

の
が
見
受
け
ら
れ
る
｡
ま
た
先
に
張
載
詩
の
例
を
奉
げ
た
よ
う
に
'

用
例
は
多
-
な
い
も
の
の

｢但
｣
｢惟

(唯
)｣
+
親
の
形
で
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
'
こ
れ
ら
の
鮎
か
ら
'
｢見
｣
と
同
じ
く
知
覚
者
の

意
志
よ
り
知
覚
の
事
賓
そ
の
も
の
を
強
調
す
る
受
動
的
知
覚
動
詞
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'

側
聞
飛
壷
急

坐
見
河
宿
移

親
辰
念
節
蟹

感
物
衿
禿
離

ほ
の
か

側

に

飛
壷
の
急
な
る
を
聞
き

そ
そ

坐

ろ

に
河
宿
の
移
る
を
見
る

み

あ
も

辰
を
観

て
節
愛
を

念

いあ

わ

物
に
感
じ
て
兼
離
を

狩

れ

む

不
親
南
雲
陰

但
見
胡
風
起

不
親
車
馬
迩

但
見
薬
鹿
場

み

南
雲
の
陰
を
観

ず

但
だ
見
る

胡
風
の
起
こ
る
を

(
『末
書
』
巻
九
五
素
虜
博
引
文
帝
劉
義
隆
詩
)

I(

車
馬
の
連
を
観

ず

但
だ
見
る

秦
鹿
の
場

(飽
照

｢代
連
居
行
｣
『飽
氏
集
｣
巻
三
)

(孝
武
帝
劉
駿

｢秋
夜
詩
｣
『重
文
類
衆
』
巻
三
)

の
よ
う
な
､
｢聞
｣
や

｢見
｣
と

い
う
形
で
捉
え
ら
れ
た
知
覚
を

｢親
｣
で
抽
象
的
に
言
い
換
え
'
推
移
の
悲
哀
と
結
び
つ
け
て
い
る

例
な
ど
を
見
る
と
'
｢親
｣
は

｢見
｣
よ
-
直
接
拝
惰
性
と
結
び

つ

き
や
す
い
性
質
を
持

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
こ
の
言
葉
が
'

は
っ
き
-
見
た
t
と
い
う
よ
う
に
知
覚
の
確
か
さ
を
よ
り
強
調
す
る

意
味
合
い
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
詩
で
使
わ
れ
て
い

る

｢巳
｣
+
受
動
的
知
覚
動
詞
の
表
現
様
式
は
'
先
に
少
し
解
れ
た

よ
う
に
知
覚
者
の
意
志
に
関
わ
-
な
-
'
ま
た
は
線
想
外
に
あ
ま
り

に
も
早
-
季
節
の
推
移
が
感
知
さ
れ
た
t
と
い
う
意
味
合
い
を
も

っ

27

詩
的
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第
六
十
射

て
拝
情
的
な
流
れ
の
中
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
も
の
だ
が
､
こ
こ
で

は
特
に

｢見
｣
よ
-
も
意
味
合

い
の
重

い
こ
の

｢親
｣
を
使
う
こ
と

に
よ

っ
て
'
詩
人
の
こ
の
瞬
間
に
お
け
る
緊
張
感
'
感
情
の
高
ぶ
-

を
表
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
詩
で
は
'
六

旬
日
の

｢眺
｣
が
季
節
の
推
移
を
中
心
に
捉
え
た
叙
景

へ
の
轄
換
を
'

十
旬
日
の

｢親
｣
が
拝
情

へ
の
韓
換
を
表
す
t
と
い
う
よ
う
に
'
知

覚
動
詞
が
詩
の
輯
換
黙
と
な

っ
て
詩
全
膿
の
流
れ
を
方
向
付
け
て
い

る
｡
知
覚
動
詞
を
詩
の
轄
換
鮎
と
な
る
べ
き
場
所
に
効
果
的
に
配
置

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
美
を
追
い
求
め
る
詩
人
の
､
知
覚
の
た
び
に

何
か
を
感
じ
動
揺
す
る
と
い
う
過
敏
と
も
い
え
る
心
の
有
-
よ
う
を
'

そ
こ
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

に
叙
景
に
お
い
て
使
わ
れ
る
知
覚
動
詞
'
特
に
能
動
的
知
覚
動
詞
は
､

詩
人
の
美
し
い
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
識
の
奥
に
あ
る
'
美
し

い
も
の
を
愛
し
む
が
故
に
感
傷
的
に
な
-
や
す
い
心
の
有
-
よ
う
と
'

密
接
に
結
び
つ
い
た
形
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
｡

於
南
山
社
北
山
経
湖
中
塘
眺

南
山
よ
-
北
山
に
徒
か
ん
と
し
て
湖
中
を
経
て
曙
眺
す

朝
旦
沓
陽
崖

朝
且
に
陽
崖
を
覆
し

景
落
憩
陰
峯

舎
舟
眺
過
渚

停
策
侍
茂
松

側
道
旺
窃
宛

環
洲
亦
玲
瀧

保
税
喬
木
秒

仰
聡
大
整
溝

右
横
水
分
流

林
密
摸
絶
縦

解
作
尭
何
感

升
長
骨
辛
容

初
豊
電
線
簿

新
蒲
含
紫
茸

海
鴎
戯
春
岸

天
難
弄
和
風

撫
化
心
無
厭

覚
物
脊
滴
量

不
惜
去
人
達

景
落
ち
て
陰
峯
に
憩
う

す

は
る

舟
を
舎
て
て
過
か
な
る
渚
を
眺
め

つえ
策
を
停
め
て
茂
れ
る
松
に
惰
る

側
道

虹
に
窃
禿
た
-

ま

環
洲

亦
た
玲
瀧
た
-

ふ

み

像
し
て
喬
木
の
秒
を
税き

仰
ぎ
て
大
塾
の
濃
を
聡
-

よ
こ

石
横
た
わ
-
て
水
は
流
れ
を
分
か
ち

あ
と

林
密
に
し
て
操
は
縦
を
絶

つ

つい

う
ご

解
作
は
寛
に
何
を
か
感
か
す

升
長

皆
な
辛
容
た
-

つ
つ

初
豊
は
緑
簿
を
苛
み

新
蒲
は
紫
茸
を
含
む

海
鴎

春
岸
に
戯
れ

も
てあ
そ

天
薙

和
風
を

弄

ぶ

･ふ

･(

化
を
撫
し
て
心
厭
-
無
-

み

いよ

物
を
覚
て
脊
禰

い
よ
重
な
る

去
人
の
遠
き
を
惜
し
ま
ず
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と
も

但
恨
莫
輿
同

但
だ
恨
む

輿
に
同
じ
-
す
る
莫
き
を

孤
遊
非
情
歎

孤
進
は
情
の
歎
ず
る
と
こ
ろ
に
非
ず

す
た

賞
慶
理
誰
通

貨

廃

れ

な
ば
理
誰
か
通
ぜ
ん

(
『文
選
』
巻
二
二
遊
覧
)

こ
れ
は
始
寧
時
期
の
作
だ
が
､

一
-
六
句
の
表
現
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
､
こ
こ
で
詩
人
は
時
に
舟
に
乗
り
時
に
山
を
行
き
'
と
き
お
-

足
を
止
め
つ
つ
'
周
囲
の
美
し
さ
に
見
入

っ
て
い
る
｡
績
-
七
㌧
八

句
は
､
詩
人
が
立

っ
て
い
る
場
所
と
賓
際
に
封
象
が
存
在
し
て
い
る

場
所
の
高
低
差
を
強
調
す
る
こ
と
で
'
そ
こ
が
い
か
に
山
深
い
'
起

伏
に
富
ん
だ
場
所
で
あ
る
か
を
描

い
て
い
る
の
だ
が
'
能
動
的
知
覚

動
詞

｢硯
｣
｢聡
｣
を
特
に
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
そ
れ
を
知
覚

し
た
と
き
の
詩
人
の
驚
き
'
そ
の
知
覚
の
意
外
さ
を
表
現
し
て
い
る
｡

こ
の
意
外
性
を
強
調
す
る
と
い
う
働
き
は
､
能
動
的
知
覚
動
詞
な
ら

で
は
の
表
現
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
｡
自
然
観
賞
の
目
的
の

1
つ
は
､

日
常
の
空
間
を
離
れ
､
普
段
出
合
え
な
い
珍
し
い
も
の
に
解
れ
る
こ

と
､
ま
さ
し
-
こ
の
意
外
性
の
探
求
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
特
に

山
水
詩
に
は
能
動
的
知
覚
動
詞
が
比
較
的
よ
-
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

逆
に
言
え
ば
'
こ
の
よ
う
な
形
で
能
動
的
知
覚
動
詞
が
使
わ
れ
て
い

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(生
菌
)

る
場
合
に
は
､
そ
の
風
景
の
背
後
に
は
珍
し
い
も
の
'
美
し
い
も
の

に
封
す
る
詩
人
の
強
い
好
奇
心
'
探
求
心
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
｡
こ
の
詩
に
は
題
名
か
ら
す
で
に

｢塘
眺
｣
と
い
う
能
動
的

知
覚
動
詞
が
使
わ
れ
て
お
-
'
特
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
｡
そ

こ
に
は
自
ら
の
感
性
の
お
も
む
-
ま
ま
に
封
象
を
選
び
'
そ
の
奔
放

な
感
性
が
捉
え
た
ま
ま
に
表
現
す
る
と
い
う
'
そ
の
詩
に
お
け
る
詩

人
の
知
覚
態
度
'
封
象
に
封
す
る
根
本
的
姿
勢
が
'
如
賓
に
表
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
績

い
て
'
謝
塞
連
詩
に
お
け
る
受
動
的
知
覚
動
詞
の
使

用
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

石
門
新
薯
所
任
四
面
高
山
過
渓
右
裾
情
竹
茂
林

石
門
に
新
た
に
住
む
所
を
督
む

四
面
に
高
山
週
渓
右
裾

修
竹
茂
林
あ
-

ー 29-

蹄
険
築
幽
居

披
雲
臥
石
門

苔
滑
誰
能
歩

葛
弱
豊
可
刑

嫡
蟻
秋
風
過

のば

険
に
折
り
て
幽
居
を
築
き

ひ
ら

雲
を
披
き
て
石
門
に
臥
す

苔
滑
ら
か
に
し
て
誰
か
能
-
歩
め
ん

と

葛

弱
-
し
て
量
に
刑
る
ぺ
け
ん
や

蟻

蟻
と
し
て
秋
風
過
ぎ
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妻
妾
春
草
繁

美
人
遊
不
還

任
期
何
由
敦

芳
塵
凝
環
席

清
蘭
満
金
棒

洞
庭
室
波
潤

桂
枝
徒
撃
翻

結
念
屠
零
漠

孤
景
莫
輿
譲

傭
濯
石
下
滞

仰
看
候
上
猿

早
聞
夕
髄
急

晩
見
朝
日
敬

崖
傾
光
難
留

林
深
響
易
奔

感
往
慮
有
復

理
来
情
無
存

庶
持
乗
日
用

妻
妾
と
し
て
春
草
繁
る

美
人

遊
び
て
還
ら
ず

あ

つし

任
期

何
に
由
-
て
か

敦と
せ
ん

芳
塵
は
瑞
席
に
凝
-

清
衡
は
金
棒
に
満

つ

洞
庭

波
潤
空
し
-

いた
ずら

桂
枝

徒
に
撃
翻
す

つ

結

念

零
漢
に
履
き

と
も

わ
す

孤
景

輿

に
譲
る
る
美

しす
す

傭
し
て
は
石
下
の
博
に
濯
ぎ

み

仰
ぎ

て
は
候
上
の
猿
を
看
る

早
-
に
夕
願
の
急
な
る
を
聞
き

晩
-
に
朝
日
の
敬
た
る
を
見
る

崖
傾
き
て
光
留
ま
り
難
-

は
し

やす

林
深
-
し
て
響
奔
-
易
し

かえ

感
往
き
て
慮
復
る
有
-

理
来
-
て
情
存
す
る
無
し

二いねが

庶

わ
-
は
来
日
の
用
を
持
っ
て

得
以
慰
督
魂

以

っ
て
督
魂
を
慰
む
る
を
得
ん
こ
と
を

Llめ

と

あ
ら

匪
為
衆
人
説

衆
人
の
烏
に
説
-

に
は
匪
ず

こいね
が

と
も

巽
輿
智
者
論

巽

わ
-
は
智
者
と
輿
に
論
ぜ
ん

(
『文
選
』
巻
三
十
難
詰
下
)

こ
れ
は
始
寧
時
期
の
作
と
さ
れ
る
が
'
先
に
翠
げ
た

い
く

つ
か
の

詩
と
同
じ
-
山
奥
の
風
景
を
措

い
た
も
の
で
あ
-
な
が
ら
'
こ
の
詩

の
描
菊

の
仕
方
は
､
先

の
詩
と
は
全
-
異
な

っ
て
い
る
｡
ま
ず
こ
の

中
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
'
そ
の
住
ま

い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と

い
う
'
生
活
環
境
の
よ
う
な
も
の
で
あ
-
'
驚
き
や
意
外
性

の
あ
る

珍
し
い
も
の
､
美
し
い
も
の
で
は
な

い
｡
よ
-
正
確
に
言
え
ば
'
意

外
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
'
詩
人
が
日
常
的
に

揺
す
る
ご
-
自
然
な
風
景
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
ま
ず
陶
淵
明

詩
の
所
で
検
討
し
た

｢看
｣
が
使
わ
れ
て
い
る

｢仰
看
｣
の
句

で
あ

る
が
'
｢仰
｣
と
は
言

っ
て
も
こ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
サ
ル
を
見
る
た
め

に
振
-
仰

い
だ
と

い
う
よ
-
'
振
-
仰
ぐ
と
そ
こ
に
サ
ル
を
見
た
'

つ
ま
-
日
々
の
生
活
上
の
動
作

の
中
で
ご
-
自
然
に
サ
ル
を
見
て
い

る
､
そ
の
よ
う
な
環
境
に
い
ま
自
分
は
あ
る
t
と
い
う
こ
と
を
表
現

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
〟候
上
の
〟

と

い
う
何
気
な

い
表
現
も
'

30



そ
れ
が
あ
る
瞬
間
の
'
或
い
は
あ
る
特
殊
な
場
面
で
の
知
覚
を
表
し

て
い
る
の
で
は
な
く
'
本
来
的
な
サ
ル
の
状
態
､
そ
の
存
在
そ
の
も

の
を
表
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
対
象
と
な

っ
て
い
る

｢猿
｣
自
健
'
同
じ
く
サ
ル
の
仲
間
を
知
覚
の
封
象
と
す

る
先
の

｢人
影
姦
湖
口
｣
詩
の

｢乗
月
聴
哀
訳
｣
の
句
が
詩
人
の
封

象
へ
の
感
情
的
な
没
入
を
表
し
て
い
た
の
と
は
異
な
-
､
こ
の
場
面

で
は
そ
の
よ
う
な
情
緒
的
な
意
味
合
い
は
持
た
さ
れ
て
い
な
い
｡
つ

ま
-
こ
こ
の

｢看
｣
は
先
の
陶
淵
明
詩
で
の
用
例
と
同
じ
-
'
あ
る

一
つ
の
特
別
な
知
覚
動
作
で
は
な
-
て
'
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る

知
覚
を
線
膿
的
に
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
知
覚
者
の
圭
鰭
的

な
選
樺
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
の
で
は
な
-
'
そ
の
場
に
い
た
も
の

な
ら
ば
誰
で
も
知
覚
す
る
で
あ
ろ
う
封
象
､
知
覚
者
に
と
っ
て
の
そ

の
存
在
の
身
近
さ
を
強
調
す
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'

や
は
-
こ
の

｢看
｣
も
'
受
動
的
知
覚
動
詞
と
し
て
の
性
質
を
よ
り

強
-
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
績

い
て

｢早
聞
｣

｢晩
見
｣
の
句
で
あ
る
が
､
内
容
的
に
は
先
の

｢於
南
山
往
北
山
経

湖
中
瞭
眺
｣
詩
の

｢悦
税
喬
木
秒
'
仰
玲
大
聖
溝
｣
の
よ
う
に
'
山

深
い
場
所
な
ら
で
は
の
特
異
な

1
面
が
措
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

る
が
､
受
動
的
知
覚
動
詞
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
普
通
の
人

に
は
特
異
に
映
る
風
景
が
'
賓
際
こ
こ
に
暮
ら
す
詩
人
に
は
す
で
に

日
々
の
生
活
の
一
場
面
と
し
て
ご
く
日
常
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
能
動
的
知
覚
動
詞
の
詩
が

知
覚
者
の
驚
き
や
好
奇
心
を
含
ん
で
い
た
の
と
は
'
表
現
的
に
明
ら

か
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
詩
人
と
そ
れ
ぞ
れ
の

知
覚
封
象
は
､
同
じ
背
景
'
同
じ
空
気
の
中
に
あ
る
｡
知
覚
者
た
る

詩
人
と
個
々
の
封
象
物
と
は
'
そ
れ
ぞ
れ
調
和
を
保
ち
な
が
ら
存
在

空
間
を
同
じ
-
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
こ
こ
で
は
排
他
的
な

二
極
構
造
に
よ
っ
て
詩
人
と
封
象
物
と
が
心
情
的
に
鏡
-
相
野
す
る

世
界
を
描
い
て
い
た
能
動
的
知
覚
動
詞
の
詩
と
は
封
照
的
に
'
詩
人

と
個
々
の
封
象
物
が
そ
れ
ぞ
れ
違
和
感
無
-
融
和
し
て
存
在
し
て
い

る
世
界
が
'
受
動
的
知
覚
動
詞
に
よ
る
緩
や
か
な
二
極
構
造
に
よ
っ

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
-
､
や
は
り
こ
こ
で
も
受
動
的
知
覚
動
詞

は
'
そ
の
場
に
お
い
て
存
在
杢
間
を
共
有
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る

も
の
'
存
在
の
場
を
同
じ
-
し
て
い
る
も
の
を
知
覚
す
る
と
い
う
知

覚
者
の
感
覚
を
'
確
か
に
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
詩
に
お

い
て
詩
人
は
､
も
は
や
感
性
の
お
も
む
-
ま
ま
に
美
を
追
い
求
め
'
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そ
の
時
々
の
心
の
有
-
よ
う
を
吐
露
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な

-
､
感
覚
は
同
じ
-
鋭
敏
で
あ

っ
て
も
そ
れ
を
表
立

っ
て
表
そ
う
と

は
せ
ず
に
'
ひ
た
す
ら
静
か
に
'
穏
や
か
に
'
差
別
を
加
え
る
こ
と

な
-
封
象
を
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
こ
こ
で
彼
は
'
心

の
動
揺
を
克
服
し
て
'
淡
々
と
し
た
中
に
も
確
か
な
存
在
の
薯
感
の

あ
る
生
活
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
い
ま
ま
で
の
詩
に
顕

著
だ

っ
た
積
極
的
に
美
を
探
求
す
る
態
度
と
は
全
-
相
反
し
て
お
り
､

こ
の
幽
深
な
場
所
で
彼
が
到
達
し
た

一
つ
の
悟
-
の
形
を
示
し
て
い

る
｡
し
か
し
異
に
そ
の

〟道
〟

を
理
解
し
て
-
れ
る
人
が
側
に
い
な

い
こ
と
を
嘆
-
へ
そ
の
心
の
底

に
は
､
淡
々
と
し
た
中
に
も
'
美
を

追

い
求
め
て
い
た
と
き
と
は
ま
た
違

っ
た
よ
-
深
い
根
源
的
な
悲
し

み
が
､
湛
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
｡

で
は
最
後
に
'
知
覚
動
詞
が
全
-
使
わ
れ
て
い
な
い
詩
を

一
つ
挙

げ
て
へ
謝
塞
連
詩
の
検
討
を
終
え
た
い
と
思
う
｡

石
壁
精
舎
還
湖
中
作

石
壁
精
舎
よ
り
湖
中
に
還
-
て
作
る

昏
旦
撃
気
候

昏
旦

気
候
蟹
じ

山
水
含
活
曙

山
水

清
曙
を
含
む

清
輝
能
娯
人

遊
子
僚
忘
締

出
谷
日
尚
早

入
舟
陽
己
徴

林
整
数
嘆
色

雲
霞
収
夕
霧

董
荷
迭
映
蔚

蒲
稗
相
国
依

披
梯
趨
南
逗

愉
悦
催
東
扉

慮
源
物
日
軽

意
惟
理
無
違

寄
言
蒲
生
客

試
用
此
道
推

た
の

清

曙

能
-
人
を

娯

し

ま
し
め

遊
子

憶
と
し
て
締
る
を
忘
る

な

谷

を
出
で
し
と
き
は
日
筒
お
早
き
に

舟

に
入
れ
ば
陽
己
に
微
な
-

林
墾

暖
色
を
飲
め

雲
霞

夕
罪
を
収
む

たが

董
荷

迭
い
に
映
蔚

し

蒲
稗

相
国
依
す

為

もむ

披
沸
し
て
南
達
に
趨

き

い
こ

愉
悦
し
て
東
扉
に
催
う

お
の

慮
渡
と
し
て
物

自
ず

から軽
-

かな

た
が

意

懐
い
て
理
違
う
無

し

言
を
寄
す

掻
生
の
客

も
つ

み

試
み
に
此
の
道
を
用
て
推
せ
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(
『文
選
』
巻
二
二
遊
覧
)

こ
れ
も
同
じ
-
始
寧
時
期
の
作
だ
が
'
こ
こ
に
描
か
れ
た
詩
的
世

界
は
'
能
動
的
知
覚
動
詞
の
詩
と
も
受
動
的
知
覚
動
詞
の
詩
と
も
異

な

っ
て
い
る
｡
美
し
き
や
清
ら
か
さ
'
そ
し
て
穏
や
か
さ
が
詩
全
膿



に
満
ち
あ
ふ
れ
t
か
つ
詩
人
の
知
覚
'
感
性
の
動
き
は
表
面
に
は
全

-
現
れ
ず
'
そ
れ
は
ま
る
で
美
が
濁
り
で
に
詩
人
を
包
み
込
ん
で
い

た
か
の
よ
う
な
､
ま
さ
し
-

〟道
〟

の
具
現
と
も
い
う
べ
き
世
界
で

あ
る
｡
能
動
的
知
覚
動
詞
が
表
現
し

た
美
の
世
界
と
､
受
動
的
知
覚

動
詞
が
表
現
し
た
調
和
の
世
界
が
'
こ
こ
で

一
腰
に
な
り
'
彼
が
到

達
し
得
た
最
高
の
境
地
が
'
こ
こ
に
表
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
詩
の
結
語
が
他
の
ど
の
詩
よ
-
も
確
信
に
充
ち
た
も
の
に
思
え

る
の
は
'
き

っ
と
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
'
叙
景
の
中

で
知
覚
動
詞
を
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
'
ま
た
用
い
て
い
る
な
ら
ど

の
よ
う
な
知
覚
動
詞
を
用
い
て
い
る
の
か
t
と
い
う
こ
と
は
､
彼
が

捉
え
た
風
景
､
そ
し
て
そ
の
風
景
を
通
し
て
彼
が
鰭
得
し
た
悟
-
の

本
質
と
､
非
常
に
深
-
関
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
う
し

て
見
て
-
る
と
､
彼
が
い
-
つ
か
の
詩
の
中
で
表
現
し
た
'
自
然
に

身
を
置
-
中
で
自
身
髄
感
し
た
悟
り
と
い
う
も
の
は
､
い
つ
も
そ
こ

に
た
ど
り
着
-
と
い
う
よ
う
な
確
定
的
な
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な
-
'

そ
の
時
々
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な

っ
て
お
り
'
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
い

つ
も
異
の
悟
-
を
求
め
て
飽
-
こ
と
な
-
山
水
を
歩
き
積
け
､
そ
の

場
そ
の
場
で
感
じ
ら
れ
た
も
の
を
'
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
態

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(堂
薗
)

で
-

あ
る
時
は
知
覚
動
詞
を
選
び
､
ま
た
あ
る
と
き
は
用
い
ず
に

--表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
'
私
に
は
思
わ
れ
る
｡

四

終

わ

り

に

能
動
的
知
覚
動
詞
と
受
動
的
知
覚
動
詞
が
'
そ
れ
ぞ
れ
本
来
的
に

持

つ
意
味
を
押
し
進
め
て
表
現
し
た
詩
的
世
界
は
､
全
-
野
照
的
な

も
の
だ

っ
た
｡
能
動
的
知
覚
動
詞
は
'
知
覚
者
と
封
象
物
と
の

一
封

1
の
関
係
を
強
調
し
'
そ
の
排
他
的
な
二
極
構
造
に
よ

っ
て
'
お
互

い
が
個
と
し
て
の
存
在
を
主
張
し
て
鏡
-
相
野
す
る
と
い
う
緊
張
感
､

そ
の
間
に
流
れ
る
濃
密
な

〟時
〟
を
'
推
移
を
強
-
意
識
し
な
が
ら

い
ま
こ
の
時
を
見
つ
め
る
詩
人
の
姿
と
と
も
に
措
い
た
｡
そ
し
て
知

覚
者
と
封
象
物
の
個
々
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
能
動
的
知
覚

動
詞
の
性
質
は
'
本
質
的
に
自
分
と
は
存
在
空
間
を
異
に
し
て
い
る

も
の
を
い
ま
知
覚
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
'
知
覚
者
側
の
内
面
的
な

意
識
を
も
'
そ
の
中
に
表
現
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
｡

一
方
受
動

的
知
覚
動
詞
は
'
能
動
的
知
覚
動
詞
と
は
全
-
逆
に
'
自
己
と
存
在

杢
間
を
同
じ
-
し
て
い
る
も
の
'
同
じ
場
を
共
有
す
る
も
の
を
知
覚

し
て
い
る
と

い
う
知
覚
者
の
意
識
を
含
み
'
そ
こ
か
ら
知
覚
者
と

- 33-
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個
々
の
封
象
物
が
完
全
な
る
調
和
を
保

っ
て
存
在
す
る
世
界
'
詩
人

と
封
象
物
と
が
と
も
に
そ
の
場
に
不
可
映
な
も
の
と
し
て
存
在
し
っ

つ
､
そ
の
場
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
穏
や
か
に
調
和
し
て

1
つ
の
世
界

を
形
作
る
と
い
う
滞
日
の
境
地
を
'
緩
や
か
な
二
極
構
造
の
中
で
表

現
し
た
｡
個
々
の
詩
人
に
目
を
向
け
れ
ば
'
陶
淵
明
は
二
種
類
の
知

覚
動
詞
を
'
同
じ
-
塩
山
を
そ
の
知
覚
封
象
と
し
な
が
ら
巧
み
に
使

い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
あ
る
と
き
は
そ
こ
か
ら
自
己
の
生
き
方

に
関
わ
る
根
源
的
な
問
題
を
導
き
出
し
'
ま
た
あ
る
と
き
は
時
の
流

れ
を
超
越
し
た
､
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
あ
る
べ
き
姿
を
保
ち
つ
つ
調

和
し
て
い
る
､
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
存
在
の
根
元
と
も
言
う
べ
き

1
つ
の

〟場
〟

を
作
り
上
げ
た
｡
陶
淵
明
詩
全
鰭
か
ら
見
れ
ば
叙
景

に
お
け
る
知
覚

動
詞
の
使
用
例
は
多
-
な
い
け
れ
ど
も
'
そ
の
敷
少

な
い
使
用
例
は
い
ず
れ
も
非
常
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
彼

の
知
覚
動
詞
を
用
い
な
い
詩
の
中
に
は
'
詩
人
の
存
在
の
み
が
濁
-
､

果
て
し
な
-
贋
が
る
空
間
の
中
で
際
立

つ
と
い
う
'
二
極
構
造
と
は

全
-
異
な
る
世
界
を
措

い
た
も
の
が
あ
る
｡

一
方
謝
壷
蓮
は
'
能
動

的
知
覚
動
詞
と
そ
れ
に
頼
-
叙
景
に
よ
っ
て
へ
知
覚
者
と
封
象
物
と

の
感
情
的
な

一
健
化
'
或
い
は
両
者
が
鋭
-
封
立
す
る
様
子
を
表
現

L
t
ま
た
そ
の
時
の
詩
人
の
情
感
が
濃
厚
に
投
影
さ
れ
た
'
能
動
的

知
覚
こ
そ
が
生
み
出
し
得
る
風
景
を
具
鰭
的
に
描
い
た
｡
ま
た
叙
景

を
中
心
と
す
る
表
現
の
中
で
は
'
美
を
追
い
求
め
る
詩
人
の
鋭
敏
な

感
性
'
そ
の
積
極
的
な
好
奇
心
'
探
求
心
を
前
面
に
押
し
出
し
た
形

で
よ
-
繊
細
な
愛
化
を
捉
え
た
風
景
を
描
き
'
ま
た
そ
こ
に
'
美
を

探
求
す
る
な
か
で
絶
え
ず
括
れ
動
-
詩
人
の
心
の
有
-
よ
う
を
表
現

し
た
｡
ま
た
受
動
的
知
覚
動
詞
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
知
覚
野
象
を
静

か
に
受
け
止
め
つ
つ
日
々
を
過
ご
す
'
淡
々
と
し
た
中
に
も
確
か
な

音
感
の
あ
る
生
活
､
そ
の
宗
教
的
な
悟
-
に
も
似
た
穏
や
か
な
境
地

を
表
現
し
た
｡
そ
し
て
知
覚
動
詞
を
用
い
な
い
詩
の
中
に
は
'
能
動

的
知
覚
動
詞
が
表
現
し
た
美
の
世
界
と
受
動
的
知
覚
動
詞
が
表
現
し

た
調
和
の
世
界
を

1
つ
に
し
た
か
の
よ
う
な
､
受
動
的
知
覚
動
詞
の

詩
の
中
で
措
か
れ
て
い
た
悟
り
と
は
異
な
る
境
地
を
表
す
も
の
が
存

在
す
る
｡
現
存
す
る
謝
震
連
詩
に
は
'
明
ら
か
に
受
動
的
知
覚
動
詞

と
い
え
る
も
の
の
叙
景
に
お
け
る
使
用
例
は
私
の
見
る
と
こ
ろ
先
に

〓

挙
げ
た

1
詩
し
か
な
-

'

数
か
ら
い
え
ば
謝
壷
連
の
風
景
描
寓
の
特

徴
は
能
動
的
知
覚
動
詞
の
表
現
の
方
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

-
'
知
覚
封
象
の
意
外
性
を
強
調
し
､
美
し
い
も
の
を
積
極
的
に
探

- 34-



し
求
め
る
詩
人
の
態
度
を
前
面
に
押
し
出
す
傾
向
を
持
つ
能
動
的
知

覚
動
詞
が
'
山
水
詩
の
詩
人
と
し
て
有
名
な
謝
壷
蓮
の
詩
に
よ
り
多

-
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
昔
然
と
い
え
よ
う
｡
事
賓
'
謝
塞

連
詩
の
検
討
の
な
か
で
､
能
動
的
知
覚
動
詞
が
美
を
探
求
す
る
詩
人

の
積
極
的
な
態
度
を
表
す
例
と
し
て
挙
げ
た

｢登
池
上
棲
｣
｢遊
南

亭
｣
｢於
南
山
往
北
山
経
湖
中
塘
眺
｣
の
三
つ
の
詩
は
'
い
ず
れ
も

『文
選
』
で
は
巻
二
二
遊
覧
の
部
に
載
せ
ら
れ
'
逆
に
受
動
的
知
覚

動
詞
の
使
用
例
と
し
て
奉
げ
た

｢石
門
新
督
所
佳
四
面
高
山
過
渓
石

瀬
修
竹
茂
林
｣
詩
は

『文
選
』
で
は
巻
三
十
雑
詩
下
に
載
せ
ら
れ
て

い
る
｡
こ
れ
ら
の
詩
は
､
前
者
が
非
日
常
的
､
動
的
な
探
求
を
描
-

の
に
封
し
て
後
者
が
日
常
的
'
静
的
な
調
和
を
描
-
と
い
う
よ
う
に
'

そ
も
そ
も
主
題
と
さ
れ
る
テ
ー
マ
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
こ
と
は
'
能
動
的
知
覚
動
詞
と
受
動
的
知
覚
動
詞
が
い
か
に
明
確

に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
か
'
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
が
'
表
現
技
巧
の

馨
達
と
い
っ
た
単
な
る
表
現
上
の
問
題
を
越
え
て
､
詩
の
主
題
'
拝

惰
性
'
そ
し
て
詩
全
鰭
で
表
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
的
世
界
と
い
か

に
探
-
関
わ

っ
て
い
た
か
を
､
雄
稗
に
物
語

っ
て
い
る
｡
個
々
の
詩

人
の
個
性
の
中
で
そ
の
表
現
の
幅
を
大
き
-
押
し
簾
げ
た
そ
れ
ぞ
れ

詩
的
言
語
と
し
て
の
知
覚
動
詞

(生
菌
)

の
知
覚
動
詞
は
'
そ
れ
を
用
い
な
い
と
い
う
選
樺
も
含
め
､
彼
ら
の

内
面
の
意
識
'
そ
の
詩
の
本
質
と
深
-
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

注①

『説
文
解
字
』
八
篇
下
見
部

｢見
､
硯
也
｣
注
｡
｢硯
｣
に
つ
い
て

は
同
じ
-
見
部
に

｢暗
也
｣
と
い
う
｡

②

『説
文
解
字
』
十
二
篇
上
耳
部

｢聞
'
知
聾
也
｣
注
｡
｢聴
｣
に
つ

い
て
は
同
じ
-
耳
部
に

｢聡
也
｣
と
い
う
｡

③

『中
国
文
筆
報
』
第
五
十
七
冊
へ
一
九
九
八
年
十
月
所
収
｡

④

以
下
引
用
し
た
陶
淵
明
詩
に
は
'
陶
樹
注

r陶
靖
節
集
L
を
底
本
に

用
い
た
.
襲
斌
校
等

『陶
淵
明
集
校
葺
』
(上
海
古
籍
出
版
社

l
九

九
六
年
)
を
参
照
し
'
そ
の
校
勘
に
し
た
が
っ
て
1
部
改
め
た
と
こ
ろ

が
あ
る
｡
謝
塞
連
詩
は
'
『文
選
』
所
収
の
も
の
は
胡
刻
本

『文
選
』

か
ら
'
そ
れ
以
外
の
も
の
は
責
節
注

『謝
廉
禦
詩
法
』
(董
北
重
文
印

書
館
)
か
ら
引
用
し
た
｡
『文
選
』
所
収
の
も
の
は

『文
選
考
異
』
に

し
た
が
っ
て
1
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

⑤

吉
川
幸
次
郎
氏
は
こ
の
二
句
に
つ
い
て

｢か
-
自
然
の
い
た
ず
ら
に

よ
る
き
ょ
う
の
施
行
の
む
つ
か
し
き
'
そ
れ
を
人
生
の
行
路
の
む
つ
か

し
さ
の
象
徴
と
し
て
嘆
息
し
た
の
が
､
む
す
び
の
､
(引
用
略
)
で
あ

る
｡｣
と
述
べ
て
い
る
｡
(
『吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
七
巻

筑
摩
書
房

一
九
七
四
年

｢陶
淵
明
詩
の
訓
話
｣
四
四
六
頁
)

⑥

『文
選
』
巻
三
十

(題
を

｢難
詩
二
首
'
其

二

と
す
る
)
で
は

｢見
｣
を

｢望
｣
に
作
る
｡
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⑦

大
上
正
美

『院
籍

･
懲
康
の
文
学
』
(創
文
社

二
〇
〇
〇
年
)
Ⅳ

部
第
三
章

｢｢飲
酒
其
五
｣
試
解
｣
'
特
に
三
七
四
-
三
七
六
頁
参
照
｡

⑧

荻
生
隻
松

(狙
律
)
『詩
文
笠
蹄

寓
本
』
十

一
巻

国
立
圃
曾
圏

書
館
戒

(
『漢
語
文
典
叢
書
』
第
三
巻

汲
古
書
院

一
九
七
九
年
所

収
)
で
は
､
巻
八
で

｢聴
｣
｢聞
｣
､
ま
た

｢覗
｣
｢見
｣
｢看
｣
他
た
-

さ
ん
の
知
覚
を
表
す
動
詞
'
そ
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
'

｢看
｣
に
つ
い
て
は
'
｢親
字
ノ
方
ノ
字
ナ
リ
｡
見
字
ノ
方
デ
ハ
ナ
シ
｡

(中
略
)
但
シ
詩
こ
ハ
硯
ノ
字
ノ
虞
二
用
ル
ナ
リ
｡｣
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
竹
里
山
人

(安
激
彦
)
の
手
が
加
わ
っ
た

『詩
文
茎

蹄
後
編
』
三
巻

寛
政
八
年
九
月
京
都
浮
田
吉
左
衝
門
等
刊
本

(同
所

収
)
で
は
'
同
じ
部
分
が
､
｢硯
字
二
近
シ
｡
見
字
ヨ
リ

一
ダ
ン
ヲ
モ

シ
｡
(中
略
)
但
シ
詩
語
ニ
ハ
税
看
見
混
用
ス
ル
コ
ー
多
シ
｡
其
ウ
チ

見
字
ハ
少
シ
別
ナ
リ
｡｣
と
な
っ
て
お
り
'
｢見
｣
は
少
し
異
な
る
も
の

の
'
詩
で
は

｢覗
｣
｢看
｣
｢見
｣
が
混
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
｡

⑨

都
留
春
雄
'
釜
谷
武
志

『鑑
賞
中
図
の
古
典

陶
淵
明
』
(角
川
書

店

一
九
八
八
年
)

一
五
八
頁
参
照
｡

⑲

着
飾
注
の
集
説
に

｢陳
胤
情
日
'
左
潤
即
指
澗
'
右
狭
即
指
嶺
｡
｣

と
い
う
｡
ま
た

｢昧
｣
に
つ
い
て
は
'
黄
節
注
に
も
引
-

『贋
韻
』
去

聾
第
十
九
代
韻
に

｢昧
'
妾
税
｣
と
あ
る
｡

⑪

｢会
枕
｣
｢案
開
｣
の
二
句
は
胡
刻
本
に
は
な
い
が
'
六
臣
注
本
に

よ
っ
て
補
っ
た
｡

⑫

川
合
康
三
氏
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て

｢自
然
が
新
し
い
生
命
を
回
復

し
た
の
を
五
倍
に
感
じ
取
っ
た
謝
塞
連
は
､
迷
い
が
ふ
っ
き
れ
て
蹄
隙

の
意
志
が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
っ
て
-
る
｡
(中
略
)
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
を
謹
ん
で
-
る
と
'
謝
震
蓮
に
と
っ
て
婦
陰
の
情
と
は
決
し
て

退
嬰
的
な
､
消
極
的
な
範
晦
で
は
な
-
て
'
自
分
の
生
命
力
を
燃
え
た

た
せ
る
'
こ
れ
も
ま
た

一
つ
の
力
強
い
生
き
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
｡｣

と
述
べ
て
い
る
O
(興
膳
宏
'
川
合
康
三

『鑑
賞
中
国
の
古

典

文
選
』

角
川
書
店

1
九
八
八
年

二
四
五
頁
)

但
し
こ
こ
の

｢親
｣
は
'
六
臣
辻
本
で
は

｢観
｣
に
作
る
｡

受
動
的
知
覚
動
詞
で
は
な
い
が
､
類
似
の
表
現
と
し
て
は
､
｢石
門

新
督
所
任
四
面
高
山
迎
渓
石
瀬
幡
竹
茂
林
｣
詩
と
同
じ
-

『文
選
』
巻

三
十
雑
詩
下
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

｢
田
南
樹
園
激
流
植
援
｣
に
'
｢廓

迩
趨
下
田
'
追
遮
階
高
峯
｣
と
い
う
表
現
が
あ
る
｡
こ
の
詩
で
は
山
中

で
の
生
活
が
'
俗
世
を
離
れ
自
ら
の
生
き
方
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
詩

人
の
姿
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
で

〟見
下
ろ
す
〟
と
い
う

意
味
を
持
つ
知
覚
動
詞

｢轍
｣
は
'
意
志
的
に
見
て
い
る
と
い

う
意
味

で
は
能
動
的
知
覚
動
詞
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
日
常
の
生
活
の
あ
り
さ

ま
を
描
-
中
で
使
わ
れ
'
詩
人
が
山
々
に
囲
ま
れ
た
自
ら
の
住
居
環
境

を
客
観
的
に
捉
え
つ
つ
心
静
か
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
様
子
を
表
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
へ
そ
の
意
味
で
は

｢石
門
新
薯
併
任
四
面
高

山
週
渓
石
瀬
幡
竹
茂
林
｣
詩
に
お
け
る
受
動
的
知
覚
動
詞
の
用
法
に
近

＼
0
..し
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