
衣

若

芽
著

『観
看

･
叙
述

･
審
美

-

唐
宋
題
董
文
学
論
集
-

』
浅

見

洋

二

大阪
大

学

文
学
と
槍
書
｢

両
者
の
関
係
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
｡
古
今

東
西
'
こ
の
間
題
を
め
ぐ

っ
て
数
多
-
の
考
察
が
試
み
ら
れ
て
き
た
｡

わ
た
し
も
ま
た
､
及
ば
ず
な
が
ら
こ
の
問
題
に
多
大
な
関
心
を
抱
い

て
い
る
者
の
ひ
と
-
で
あ
る
｡
で
は
'
文
学
と
給
葦
の
関
係
は
'
ど

の
よ
う
な
鮎
に
お
い
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
の
か
｡
も
ち
ろ
ん
､

論
者
そ
れ
ぞ
れ
で
関
心
の
あ
り
方
は
異
な
る
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
'

わ
た
し
自
身
の
関
心
に
即
し
て
短
-
述
べ
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
'
次
の
言
葉
を
謹
ん
で
み
よ
う
｡
謝
眺
の
詩
の
風
景
措
寓
を

論
じ
た
興
膳
宏

｢謝
眺
詩
の
拝
情
｣
(同
氏

『乱
世
を
生
き
る
詩
人
た
ち

-

六
朝
詩
人
論
』､
研
文
出
版
､
二
〇
〇
1
年
収
)
の

1
節
で
あ
る
｡

遠
-
贋
-
横
た
わ
る
自
然
の
あ
り
さ
ま
を
､
巨
視
的
な
眼
で
追

書

評

っ
て
い
た
カ
メ
ラ
が
､
ふ
と
そ
の
中
の

一
難
に
む
か
っ
て
ズ
ー

ム

･
レ
ン
ズ
を
絞

っ
て
ゆ
-
よ
う
な
収
敵
の
手
法
を
'
謝
桃
は

し
ば
し
ば
巧
妙
に
運
用
し
て
い
る
｡

極
め
て
的
確
に
'
謝
眺
詩
の
特
質
を
掬
い
あ
げ
た
言
葉
だ
と
思
う
｡

だ
が
､
そ
の

一
方
で
わ
た
し
は
'
徴
か
な
違
和
感
も
こ
こ
に
は
覚
え

る
｡
わ
た
し
が
引

っ
か
か
る
の
は
'
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
カ

メ
ラ
｣
と
い
う
比
暁
に
封
し
て
で
あ
る
｡
言
う
ま
で
も
な
-
謝
眺
の

時
代
に
カ
メ
ラ
は
馨
明
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
謝
眺
自
身

の
意
識
の
中
で
は
､
興
膳
氏
が
言
う
よ
う
な
形
で
風
景
が
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
｡
わ
た
し
が
感
ず
る
違
和
感
は
へ

そ
の
謝
眺
の
詩
に
封
し
て
カ
メ
ラ
の
比
隙
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
､
ひ
と
ま
ず
は
由
来
す
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
詩
の
言
葉
を
分
析
す
る

に
際
し
て
'
さ
ま
ざ
ま
な
比
隙
が
用
い
ら
れ
て
い
い
｡
謝
眺
の
時
代

に
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
､
カ
メ
ラ
の
比
帳
を
使
う
べ
き
で
は
な

い
な
ど
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
｡
賓
際
､
興
膳
氏
の
言
葉
が
カ

メ
ラ
の
比
帳
に
よ
っ
て
的
確
に
謝
眺
詩
を
分
析
し
え
て
い
る
こ
と
は

大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
そ
の
こ
と
を
認
め
た
う

え
で
な
お

(認
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
へ
と
言
う
べ
き
か
)
'
わ
た
し
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は
徴
か
な
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡

カ
メ
ラ
は
､
事
物
の
映
像
を
幕
し
取
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
光

学
装
置
で
あ
る
｡
カ
メ
ラ
が
澄
明
さ
れ
る
以
前
の
段
階
に
あ
っ
て
､

事
物
の
映
像
を
馨
し
取
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
､
ほ
か
な
ら

ぬ
槍
葦
で
あ
っ
た
｡
カ
メ
ラ
と
は
'
近
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
生
み
出

し
た
槍
葦
の
一
派
生
物
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡
輿
膳
氏

は

｢
カ
メ
ラ
｣
の
比
隙
を
用
い
て
詩
を
論
じ
て
い
た
が
､
｢槍
書
こ

の
比
晴
を
用
い
て
詩
を
論
ず
る
言
葉
も
ま
た
､
枚
挙
に
い
と
ま
な
い

ほ
ど
に
数
多
-
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
小
尾
郊

一

『中
国
文
学
に
現

れ
た
自
然
と
自
然
観
』
(岩
波
書
店
'
一
九
六
二
年
)
が
'
謝
眺
詩
に

お
け
る
風
景
措
寓
を
謝
塞
蓮
の
そ
れ
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
の
は
'
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
れ
を
給
に
比
較
す
る
な
ら
ば
'
北
毒
と
商
量
の
相
違
が
あ
る
｡

謝
塞
蓬
の
詩
は
北
書
一で
あ
-
'
黒
白
の
線
が
鮮
明
で
あ
る
｡
-

-
謝
眺
の
詩
は
南
書
一で
あ
-
'
黒
白
の
線
が
不
鮮
明
で
あ
る
｡

謝
塞
蓮
の
詩
を

｢北
着
工

に
'
謝
眺
の
詩
を

｢南
書
二

に
職
え
て

い
る
｡
こ
こ
で
も
'
謝
塞
蓮
や
謝
桃
の
時
代
の
給
書
一に
は

｢北
書
こ
､

｢南
葦
｣
と
い
っ
た
直
別
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
言
い
た

い
わ
け
で
は
な
い
｡
言
い
た
い
の
は
､
た
だ
ひ
と
つ
'
詩
は
詩
で
あ

っ
て
､
給
茎
で
も
な
け
れ
ば
'
カ
メ
ラ
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
わ
た
し
た
ち
の
詩
を
論
ず
る
言
葉
に
は
'

｢給
董
｣
に
せ
よ
､
｢
カ
メ
ラ
｣
に
せ
よ
'
映
像
'
も
し
-
は
映
像

に
関
わ
る
も
の
の
比
職
が
'
容
赦
な
-
頻
出
す
る
｡
こ
の
こ
と
に
､

わ
た
し
は
引
っ
か
か
-
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
､
ヴ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

『哲
学
探
究
』
第

一
部
第

二

五
節
の
次
の
言
葉

で
あ
る
｡
(

引
用
は

『論
理
哲
学
論
考
』
法
政
大
学
出
版
局
､
一
九
六
八
年

所
収
の
藤
本
隆
志
諸
に
よ
る
｡)

映
像
が
わ
れ
わ
れ
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ

か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
れ
は

わ
れ
わ
れ
の
言
語
の
中
に
あ
-
､
言
語
は
そ
れ
を
容
赦
な
-
わ

れ
わ
れ
に
向
か
っ
て
-
-
返
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら

で
あ
る
｡

わ
た
し
た
ち
の
言
語
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
認
識

･
思
考
が

｢映

像
｣
(ア
ン
ス
コ
ム
の
英
語
諸
で
は
p
ICture)
と
い
う
も
の
に
囚
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
言
葉
で
あ
る
｡
わ
た
し
た
ち
が
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詩
を
論
ず
る
際
に
も
､
｢映
像
が
わ
れ
わ
れ
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
｣
｡

詩
と
'
詩
を
論
ず
る
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
は
'
ま
る
で
映
像
に
囚
わ

れ
の
身
と
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
｡
映
像
と
い
う
も
の
を

離
れ
て
､
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
成
-
立
た
な
い
と
す
ら
思
わ
れ
る
ほ

ど
に
｡

こ
の
よ
う
な

｢槍
書
一
(picture)
に
囚
わ
れ
た
詩
｣
と
も
呼
ぶ
べ

き
事
態
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
詩
と
､
詩
を

め
ぐ
る
わ
た
し
た
ち
の
認
識
や
思
考
は
'
そ
の
囚
わ
れ
か
ら

｢脱

出
｣
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡
仮
に

｢脱
出
｣
で
き
た
と
し
て
､
そ
の

と
き
わ
た
し
た
ち
の
眼
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
詩
は
､
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
な
姿
を
呈
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
わ
た
し
が
詩

(文

学
)

と

給
毒
と
の
関
係
に
興
味
深
さ
を
覚
え
る
の
は
'
少
し
唐
突
す
ぎ
る
関

心
の
あ
-
方
か
も
し
れ
な
い
が
'
こ
の
よ
う
な
鮎
に
お
い
て
で
あ
る
｡

*

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
衣
若
芽

『観
看

･
叙
述

･
審
美
-

唐
宋
選

書
文
学
論
集
』
は
'
副
題
に

｢唐
宋
題
葺
文
学
論
集
｣
と
あ
る
よ
う

に
'
い
わ
ゆ
る

｢題
書
丁文
学
｣
を
論
じ
た
論
考
を
集
め
た
も
の
で
あ

書

評

る
｡
現
在
'
董
麿
の
中
央
研
究
院
文
哲
研
究
所
の
副
研
究
員
を
つ
と

め
る
著
者
に
は
､
こ
の
ほ
か
に
も

『蘇
拭
題
董
文
学
研
究
』
(文
津

出
版
社
､
一
九
九
九
年
)'
『赤
壁
漫
瀞
輿
西
園
雅
集
-

蘇
拭
研
究
論

集
』
(線
装
書
局
'
二
〇
〇
一
年
)
な
ど
の
著
書
が
あ
る
｡
い
ず
れ
も

文
学
と
槍
書
一の
関
係
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
'
本
書
と
密
接

な
関
係
を
持
つ
｡
こ
の
よ
う
に

｢題
董
文
学
｣
を
は
じ
め
と
し
て
文

学
と
給
茎
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
精
力
的
に
行
っ
て
き
た
著
者
が
'

先
に
述
べ
た
わ
た
し
の
関
心
に
類
し
た
も
の
を
抱
い
て
い
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
｡
だ
が
'
｢題
書
l文
学
｣
を
封
象
と
し
た
本
書
の

考
察
は
必
然
的
に

｢給
葦
に
囚
わ
れ
た
詩
｣
と
い
う
問
題
に
も
梱
れ

る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
期
待
を
も
っ
て
'
わ
た

し
は
本
書
を
謹
ん
だ
｡

本
書
に
封
し
て
'
わ
た
し
は
も
う
ひ
と
つ
の
期
待
を
抱
い
て
い
た
｡

そ
れ
は
本
書
が

｢唐
宋
｣
と
い
う
時
代
を
野
象
と
し
て
い
る
こ
と
に

野
し
て
で
あ
る
｡
｢唐
宋
｣
に
関
し
て
､
著
者
は
内
藤
湖
南
や
宮
崎

市
走
ら
が
提
起
し
た
い
わ
ゆ
る

｢唐
宋
髪
草
｣
論
を
参
照
す
る
形
で

論
を
進
め
て
い
る
｡
こ
の

｢唐
宋
撃
革
｣
の
枠
組
み
が

｢題
喜
文

学
｣
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
の
か
'
わ
た
し
に
と
っ
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て
興
味
深
い
問
題
で
あ
っ
た
｡

こ
の
鮎
に
つ
い
て
本
稿
で
は
深
-
立

ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
'
｢題
書
一文
撃
｣
に
お
け
る
唐
か
ら
末
へ

の

｢愛
革
｣
の
あ
-
さ
ま
は
本
書
に
よ
っ
て
極
め
て
的
確
に
浮
き
彫

り
に
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡
ち
な
み
に
'
本
書
九
〇
頁
に

は
'
巌
復
の

｢中
国
の
今
日
の
姿
は
､
善
き
に
つ
け
'
悪
し
き
に
つ

け
'
宋
人
に
よ
っ
て
形
づ
-
ら
れ
た
と
ほ
ほ
断
言
で
き
る
｣
と
い
う

興
味
深
い
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
わ
た
し
自
身
'
お
ぼ
ろ
げ
な

が
ら
も
末
代
の
文
化
の
枠
組
み
は
今
日
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る
よ
う

な
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
の
で
'
こ
の
言
葉
に

は
膝
を
打
つ
思
い
が
し
た
｡
こ
の
言
葉
を
引
用
し
た
衣
氏
も
ま
た
'

末
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

本
書
の
表
題

｢執
着

･
叙
述

･
審
美
｣
を
日
本
語
に
課
せ
ば
'

｢観
察

･
記
述

･
鑑
賞
｣
､
あ
る
い
は

｢見
る
こ
と

･
記
す
こ
と

･

味
わ
う
こ
と
｣
と
な
る
だ
ろ
う
か
｡
｢執
着

･
叙
述

･
審
美
｣-

槍

書
一を
観
察
し
'
記
述
し
'
そ
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書

か
れ
た
文
学
が
､
す
な
わ
ち
本
書
に
言
う

｢題
董
文
学
｣
で
あ
る
｡

こ
の

｢題
董
文
学
｣
に
は
'
細
か
-
は

｢題
婁
詩
｣
'
｢董
記

(題
書
一

記
)｣
'
｢葦
讃
｣
､
｢書
一抜
｣
な
ど
の
各
種
ジ
ャ
ン
ル
が
含
ま
れ
る
｡

な
お
､
｢選
書
一｣
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
は
､
よ
-
次
の
よ
う
な
こ

と
が
言
わ
れ
る
｡
｢題
書
一｣
と
は
本
来
'
詩
や
文
章
を
給
董
書
一面
上

に
書
き
つ
け
る
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
っ
た
｡
例
え
ば
'

董
面
上
に
書
き
記
さ
れ
た
詩
が

｢蓮
書
l詩
｣
と
呼
ば
れ
る
が
'
こ
の

｢題
董
詩
｣
と
直
別
す
る
た
め
'
給
審
査
面
上
に
書
き
つ
け
ら
れ
た

か
ど
う
か
を
問
わ
ず
'
贋
-
檎
室
に
つ
い
て
述
べ
た
詩
を
指
し
て

｢詠
董
詩
｣
と
い
う
呼
稀
が
用
い
ら
れ
て
き
た
､
と
｡
し
か
し
'
著

者
の
考
察
に
よ
れ
ば
'
｢題
善
一｣
と

｢詠
書
こ
と
の
間
に
は
明
確
な

違
い
が
な
い
と
い
う
｡
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
'
本
書
で
は
簾
-
檎

書
一に
つ
い
て
述
べ
た
文
学
を
指
し
て

｢題
董
文
学
｣
と
い
う
呼
稀
が

用
い
ら
れ
て
い
る
｡

本
書
は
次
の
七
篇
の
論
考
お
よ
び
附
録
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
｡

-

｢観
看

･
叙
述

･
審
美
-

中
国
題
茎
文
学
研
究
方
法
論

之
建
構
｣

2

｢題
善
一文
学
研
究
概
術
｣

3

｢晩
唐
五
代
題
董
詩
的
審
美
特
質
｣

4

｢嘉
寅
輿
寓
意
-

従
唐
至
北
宋
題
葦
詩
的
馨
展
論
宋
人

審
美
意
識
的
形
成
｣

- 204-



5

｢北
宋
題
人
像
董
詩
析
論
｣

6

｢北
宋
題
仕
女
董
詩
析
論
｣

7

｢宋
代
題

『詩
意
園
』
詩
析
論
-

以
題

『韓
去
来
囲
』
､

『憩
寂
園
』
'
『楊
開
園
』
馬
例
｣

附
録

｢題
董
文
学
論
者
知
見
錬

(
一
九
二

-
二
〇
〇
三
)｣

上
記
七
篇
の
論
考
の
う
ち
､
最
初
の
二
篇
は

｢題
書
一文
撃
｣
研
究

を
め
ぐ
る
経
論
と
も
言
う
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
｡
-

｢観
看

･

叙
述

･
審
美
-

中
国
題
葦
文
学
研
究
方
法
論
之
建
構
｣
は
'
こ
れ

ま
で
の

｢題
重
文
撃
｣
研
究
を
線
括
す
る
形
で
研
究
方
法
を
め
ぐ
る

議
論
を
展
開
し
'
2

｢題
董
文
学
研
究
概
術
｣
は
'
圭
に
青
木
正
見

｢題
董
文
学
の
研
究
｣
(『青
木
正
兄
全
集
』
第
二
審
収
)
を
取
-
上
げ

て
､
そ
れ
に
補
正
を
加
え
つ
つ
'
｢題
董
文
学
｣
研
究
の
課
題
を
列

挙
す
る
｡
1
と
2
に
よ
っ
て
､
わ
た
し
た
ち
は

｢題
葦
文
学
｣
に
関

す
る
包
括
的
な
見
取
-
園
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
本
書
に

附
さ
れ
た

｢題
董
文
学
論
著
知
見
録

二

九
二

-
二
〇
〇
三
)｣
と

と
も
に
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
成
果
で
あ
る
｡

1
と
2
､
い
ず
れ
も
経
論
的
な
論
述
で
あ
る
た
め
'
個
別
の
問
題

に
関
し
て
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
避
け
て
い
る
｡
1
と
2
で
概
略
の
み

書

評

鯛
れ
た
個
別
の
問
題
を
よ
-
詳
細
に
考
察
し
た
の
が
'
3
-
7
の
五

篇
で
あ
る
｡
3
-
7
を
更
に
分
け
る
と
す
れ
ば
､
3

､
4
と
5

､
6

7
と
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
3
､
4
は
､

時
代
を
追
っ

て
の

｢題
董
文
学
｣
の
蟹
化
に
焦
鮎
を
葛
て
た
'
い
わ
ば
適
時
的
な

覗
鮎
に
立
っ
た
論
考
で
あ
-
'
5
､
6
､
7
は
末
代
'
特
に
北
末
と

い
う
時
代
に
焦
鮎
を
首
て
て
､
三
つ
の
給
書
ラ

ヤ
ン
ル
と
そ
れ
に
関

す
る

｢題
書
一文
撃
｣
を
扱
っ
た
論
考
で
あ
る
｡

ま
ず
'
3
と
4
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡

3

｢娩
唐
五
代
遺
墨
詩
的
審
美
特
質
｣
は
'
晩
唐
五
代
期
の
題
毒

詩
に
あ
ら
わ
れ
た
美
学
的
特
質
を
論
じ
た
も
の
｡
こ
こ
で
晩
唐
五
代

と
い
う
時
代
が
封
象
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
'
そ
れ
が
中
庸
か
ら
末

代
へ
と
移
-
壁
わ
る
時
代
の
轄
換
鮎
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
著
者
は
､

こ
の
時
期
の
題
童
話
に
通
底
す
る
美
学
上
の
注
目
す
べ
き
傾
向
と
し

て
'
｢方
寸
巧
心
通
寓
造
｣
(書
一家
の
心
の
働
き
こ
そ
が
こ
の
世
界
を
表

現
し
蓋
-
す
)､
｢縁
象
生
情
､
象
外
求
象
｣
(映
像
を
通
し
て
心
を
表
現

し
'
映
像
を
超
え
た
映
像
を
求
め
る
)'
｢水
墨
的
興
味
｣
(水
墨
書
一に
封

す
る
晴
好
)
の
三
つ
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
の
う
え
で
'

六
朝
以
降
の
槍
董
観
の
饗
達
の
中
に
占
め
る
晩
唐
五
代
期
の
特
徴
を
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次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡

六
朝
期
の
文
人
た
ち
の
給
葦
観
に
あ
っ
て

中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
が

｢筆
｣
(槍
書
l)
と

｢物
｣
の

関
係
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
､
こ
の
時
期
の
線
量
観
の
垂
心
は

｢人
｣
(書
豪
)
と

｢物
｣
､
更
に
は

｢人
｣
と

｢自
然
｣
の
関
係

へ

と
移
行
し
て
ゆ
-
､
と
｡
こ
の
愛
化
は
､
よ
-
贋
-
言
う
と
'
｢形

似
｣
を
重
要
視
す
る
槍
董
観
か
ら

｢形
似
｣
を
超
え
た
も
の
を
追
求

し
ょ
う
と
す
る
静
香
l観
へ
の
壁
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
こ

れ
は
'
次
の
4
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
-
｡

4

｢菊
菜
輿
寓
意
-

従
唐
至
北
宋
題
書
一詩
的
蓉
展
論
宋
人
審
美

意
識
的
形
成
｣
は
'
ま
ず
唐
か
ら
末

へ
の
蛮
術
観
の
蟹
化
を

｢寓

異
｣
か
ら

｢寓
意
｣
へ
の
賛
化
と
し
て
捉
え
る
｡
こ
こ
で
言
う

｢裏

革
｣
と
は
'
3
で
言
う

｢筆
｣-
｢物
｣
関
係
に
酎
療
す
る
｡
す
な
わ

ち
､
槍
葦
の

｢筆
｣
が
封
象
と
し
て
書
lか
れ
た

｢物
｣
を
描
嘉

･
再

現
す
る
こ
と
が
'
す
な
わ
ち

｢寓
異
｣
で
あ
る
｡
｢形
似
｣
と
言
い

換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡
こ
れ
に
射
し
て
'
｢寓
意
｣
と
は
'
槍
書
t

を
通
し
て
董
家
の

｢意
｣
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
て
言
う
｡
西

洋
の
聾
術
撃
の
俸
続
的
な
枠
組
み
に
し
た
が
う
な
ら
ば
'
｢鴬
巣
｣

か
ら

｢寓
意
｣
へ
の
撃
化
を
､
re
p
resentatio
n
か
ら

ex
p
ress
ion

へ
の
壁
化
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

｢嘉
其
｣

か
ら

｢寓
意
｣
へ
の
奨
化
は
､
3
で
論
じ
ら
れ
た

｢筆
｣-
｢物
｣
関

係
か
ら

｢人
｣-
｢物
｣
関
係
へ
の
槍
董
観
の
重
心
の
移
行
と
軌
を
同

じ
-
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
著
者
は
そ
の
壁
化
の
過
程
を
､

｢以
毒
馬
異
､
感
紳
通
産
｣
(槍
書
一を
本
物
と
見
な
し
'
槍
書
だ
神
秘
的

な
力
を
感
じ
と
る
)'
｢筆
倖
造
化
'
心
生
菌
象
｣
(槍
書
一に
は
造
化
に
匹

敵
す
る
力
が
備
わ
り
､
室
家
の
心
を
通
し
て
寓
象
が
生
み
出
さ
れ
る
)､

｢形
意
倶
足
'
生
意
蓋
然
｣
(線
香
垂
面
に

｢形
｣
と

｢意
｣
と
が
共
に

表
現
さ
れ
'
生
き
生
き
と
し
た
世
界
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
)､
｢忘
形
得
意
､

意
外
之
趣
｣
(給
董
書
一面
に

｢形
｣
を
超
え
た

｢意
｣
が
表
現
さ
れ
､
更
に

は

｢意
｣
を
超
え
た
世
界
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
)
と
い
っ
た
四
つ
の
段
階

に
分
け
て
跡
づ
け
て
い
る
｡

3
'
4
を
通
じ
て
多
-
の
論
鮎
が
満
遍
な
-
取
り
上
げ
ら
れ
'
各

論
郡
に
つ
い
て
丁
寧
で
説
得
力
の
あ
る
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
な

か
で
も
､
わ
た
し
が
特
に
興
味
深
-
謹
ん
だ
の
が
4
の

｢以
書
一馬
異
'

感
紳
過
重
｣
と
そ
の
愛
容
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
｡
槍
毒
と
い
う

糞
術
作
品
に
見
出
さ
れ
て
い
た

｢紳
｣
や

｢震
｣
の
要
素
が
'
唐
代

後
期
か
ら
末
代
に
か
け
て
揺
ら
ぎ
薄
ら
い
で
ゆ
-
過
程
を
'
著
者
は
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多
-
の
資
料
を
使

っ
て
追
跡
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
わ
た
し
が
思
い
起

こ
す
の
は
'
唐
詩
と
宋
詩
と
を
比
較
す
る
中
で
述
べ
ら
れ
た
次
の
よ

う
な
言
葉
で
あ
る
｡
宋
詩
は
唐
詩
に
備
わ
っ
て
い
た
"m
ag
ic
"
を
失

っ
た
､
と

S
･
オ
ー
ウ
エ
ン
は
言

っ
て
い
る

(s
te
phen
O
w
en,An

A
7u
holoB370f
C
h
in
eseZJiterature,
W

W

N
o
r
to
n
&

C
om
p
a
n
y
,

19
9
6
,

p
p
64
9
).
こ
の
言
葉
に
は
多
-
の
人
が
う
な

ず
-
に
違

い
な

い
｡

こ
こ
で
オ
ー
ウ
エ
ン
氏
の
言
う

"m
ag
tc
"
(魔
力
､
軸
秘
)
と
は
㌧

｢感
紳
通
壷
｣
と
言
う
と
き
の

｢紳
｣
｢塞
｣
に
置
き
換
え
る
こ
と

が
可
能
な
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
.
唐
か
ら
未
へ
の
槍
書
一観
の
禦
化

の
中
で
生
じ
て
い
た

｢紳
｣
｢蔓
｣
の
喪
失
'
そ
れ
は
唐
か
ら
末
へ

の
詩
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
の
壁
化
の
中
で
生
じ
て
い
た

"ma
g
ic

の
喪
失
と
も
連
動
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ

る
｡3

'
4
を
通
じ
て
､
わ
た
し
な
-
に
感
じ
た
不
満
を
敢
え
て
記
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
3
､
4
で
最
終
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
唐
代

か
ら
宋
代
へ
の
檎
軍
配
の
撃
化
､
す
な
わ
ち

｢形
似
｣
や

｢寓
峯
｣

の
原
理
に
支
え
ら
れ
た
蛮
術
撃
的
枠
組
み
の
解
膿
と
い
う
蟹
化
の
概

略
は
'
奴
に
な
か
ば
常
識
と
な
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
贋
-
共
有
さ
れ

書

評

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
､
著
者
の
創
見
は
随
所

に
散
-
ば
め
ら
れ
て
い
て
'
こ
の
二
篇
の
債
値
は
疑
い
な
い
の
だ
が
､

全
膿
と
し
て

一
種
の
臨
覗
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
ま

た
確
か
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
｢題
董
文
学
｣
の
全
膿
的
な
蟹
容
の
過

程
を
追
跡
す
る
と
い
う
方
法
を
探
る
以
上
､
こ
の
こ
と
は
や
む
を
得

な
い
こ
と
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡

績
い
て
'
5
'
6
､
7
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
概
略

は
次
の
通
-
で
あ
る
｡

5

｢北
宋
題
人
像
董
詩
析
論
｣
は
'
北
末
に
お
け
る
人
物
書
二
宮

像
董
)
を
詠
じ
た
題
童
話
を
論
じ
た
も
の
｡
｢自
題
像
｣
(自
ら
が
塞

か
れ
た
線
量
を
う
た
っ
た
題
董
詩
)'
｢題
時
人
像
｣
(同
時
代
も
し
-
は

近
接
し
た
時
代
の
人
物
が
塞
か
れ
た
給
書
一を
う
た
っ
た
題
董
詩
)へ
｢題
古

人
像
｣
(過
去
の
名
人
が
葺
か
れ
た
槍
書
盲
う
た
っ
た
題
書
房
)
の
三
類

に
分
け
て
分
析
を
加
え
'
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
北
宋
文
人
の
考
え
方

の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
｡

6

｢北
宋
題
仕
女
董
詩
析
論
｣
は
､
北
末
の
仕
女
毒
す
な
わ
ち
女

性
像
を
書
一い
た
槍
著
者
う
た
っ
た
題
毒
詩
を
論
じ
た
も
の
｡
仕
女
書
一

を
う
た
う
詩
の
テ
ー
マ
を

｢好
徳
輿
好
色
｣
(徳
を
好
む
こ
と
と
色
を

207



中
国
文
学
報

第
六
十
九
珊

好
む
こ
と
)'

｢得
勢
輿
失
寵
｣
(権
勢
を
ふ
る
う
こ
と
と
寵
愛
を
失
う
こ

と
)､
｢美
麗
輿
哀
愁
｣
(美
し
き
と
哀
し
さ
)
の
三
つ
の
相
か
ら
分
析

し
'
合
わ
せ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
観
鮎
か
ら
女
性
像
を
う
た
う
詩
に

あ
ら
わ
れ
た
男
性
詩
人
の
眼
差
し
の
あ
-
方
を
論
じ
て
い
る
｡

7

｢末
代
題

『詩
意
図
』
詩
析
論
-

以
題

『締
ま
来
園
』
､
『憩

寂
囲
』
､
『楊
開
園
』
馬
例
｣
は
､
い
わ
ゆ
る

｢詩
意
圃
｣
す
な
わ
ち

詩
に
基
づ
い
て
塞
か
れ
た
給
童
に
つ
い
て
述
べ
た
選
書
一詩
を
論
じ
た

も
の
｡
こ
こ
で
は
特
に
'
末
代
に
お
い
て
代
表
的
な
位
置
を
占
め
る

｢詩
意
固
｣
と
し
て
､
陶
淵
明
の

｢締
ま
東
新
｣
を
基
に
塞
か
れ
た

｢蹄
去
来
囲
｣
'
杜
筒
の

｢戯
為
葦
恨
書
一撃
松
囲
歌
｣
を
基
に
書
丁か

れ
た

｢憩
寂
固
｣
､
王
経
の

｢送
元
二
億
安
西
｣
を
基
に
葺
か
れ
た

｢楊
開
園
｣
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
｡

5
､
6
､
7
は
'
本
書
の
白
眉
と
も
言
う
べ
き
論
考
で
あ
り
､
い

ず
れ
に
も
著
者
の
本
領
は
遺
憾
な
-
費
揮
さ
れ
て
い
る
｡
特
に
わ
た

し
が
興
味
深
く
感
じ
た
の
は
7
の
論
考
で
あ
る
｡
と
言
う
の
も
､

｢詩
意
囲
｣
と
そ
れ
を
詠
じ
た
題
善
一詩
を
論
じ
た
本
論
考
で
は
､
詩

1
槍
書
一1
詩

(-
-
･)
と
い
っ
た
詩
と
給
室
の
連
鎖
が
問
題
と
し
て

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
ひ
と
-
ち
に
文
学
と
給
書
一と

の
関
係
と
言

っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
-
う
る
が
､
｢詩
意
園
｣

と
そ
れ
に
つ
い
て
の
題
葦
詩
の
場
合
'
そ
の
関
係
は
よ
り
複
雑
で
多

層
的
な
関
係
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
｡
例
え
ば
'
｢憩
寂
固
｣
の

場
合
､
ま
ず
こ
の

｢詩
意
園
｣
の
基
に
な
っ
た
の
は
杜
甫
の

｢駄
馬

葦
恨
重
要
松
国
歌
｣
で
あ
る
が
､
こ
の
詩
は
題
書
一の
詩
で
あ
る
｡
つ

ま
-
'
こ
の
杜
甫
の
詩
が
既
に
給
憲
一と
の
連
鎖
の
う
え
に
成
-
立
っ

て
い
る
｡
末
代
に
な
る
と
､
こ
の
杜
甫
の
詩
を
基
に
､
董
家
た
ち
が

｢憩
寂
囲
｣
を
董
-
｡
そ
し
て
'
更
に
'
そ
の

｢憩
寂
固
｣
に
つ
い

て
文
人
た
ち
が
詩
を
書
-
｡
こ
う
し
て

｢憩
寂
固
｣
を
め
ぐ
る
詩
と

給
墓
の
連
銀
は
幾
重
に
も
折
-
重
な
る
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
｡

文
学
と
槍
墓
の
関
係
に
関
心
を
持

つ
者
に
と

っ
て
'

一
度
は
取
-
組

ん
で
み
た
い
と
思
う
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
｡

5
と
6
は
'

1
組
の
ペ
ア
を
な
す
論
考
と
し
て
謹
む
こ
と
が
で
き

る
｡
5
は
男
性
の
人
物
董
像
を
詠
じ
た
題
萎
詩
'
6
は
女
性
の
人
物

董
像
を
詠
じ
た
選
書
一詩
､
と
も
に
人
物
葦
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
題
董

詩
を
諭
ず
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
'
し
か
し
軍
に
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
取
-
上
げ
ら
れ
る
男
性
の
人
物
董
像
を

詠
じ
た
詩
､
女
性
の
人
物
董
像
を
詠
じ
た
詩
､
両
者
に
共
通
し
て
あ

20g



る

1
つ
の
傾
向
が
顕
著
に
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
で
は
'
そ
の

傾
向
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
｡
著
者
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
､
わ

た
し
な
-
に
概
括
し
て
言
う
と
､
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
｡
そ
れ

ら
の
詩
は
'
題
書
房
詩
で
あ
る
以
上
､
ひ
と
ま
ず
は
給
董
毒
像

へ
の

着
目
か
ら
出
費
し
て
書
か
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
詩
の
言
葉
､
詩

人
の
眼
差
し
は
'
い
つ
し
か
槍
書
一董
像
を
離
れ
て
､
槍
書
一室
像
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
人
物
た
ち
の
方
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
-
｡
5
で
取
り
上

げ
ら
れ
る
例
に
即
し
て
言
う
と
'
例
え
ば
陶
淵
明
像
を
う
た
っ
た
題

喜
詩
の
場
合
､
詩
の
言
葉
は
陶
淵
明
と
そ
の
人
生
や
考
え
方
を
述
べ

る
方
向

へ
と
向
か
う
｡
ま
た
'
6
で
取
-
上
げ
ら
れ
る
仕
女
書
一を
う

た
っ
た
題
董
詩
の
場
合
も
､
詩
の
言
葉
は
女
性
を
め
ぐ
る
道
徳
を
議

論
し
た
-
､
女
性
の
内
面
の
ド
ラ
マ
を
描
い
た
-
す
る
方
向

へ
と
向

か
っ
て
ゆ
く
｡

こ
の
よ
う
に
､
5
､
6
で
論
じ
ら
れ
る
題
葦
詩
に
共
通
し
て
見
て

取
れ
る
の
は
'
題
董
詩
で
あ
り
な
が
ら
､
｢題
塞
｣
と
い
う
枠
組
み

を
踏
み
越
え
て
ゆ
-
と
い
う
傾
向
で
あ
る
｡
賓
は
､
ま
さ
に
こ
の
鮎

に
お
い
て
'
5
､
6
の
論
考
は
あ
る
種
の
危
う
さ
に
直
面
す
る
こ
と

を
徐
儀
な
-
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
ど
う
い
う

書

評

こ
と
か
｡
こ
れ
ら
の
論
考
は

｢題
董
文
学
｣
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
そ
こ
で
論
の
封
象
と
な
っ
て
い
る

｢題
董
文
学
｣
の
方

は
と
言
え
ば
'
｢題
董
｣
で
あ
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
｡
｢題
書
二

の
文
学
と
そ
れ
以
外
の
文
学
と
を
分
け
る

境
界
線
が
暖
味
に
な
っ
て
い
る
と
言

っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
よ

う
な
封
象
を
論
ず
る
と
き
､
｢題
董
文
学
｣
研
究
と
い
う
論
の
枠
組

み
自
性
が
必
然
性
､
そ
し
て
有
数
性
を
失

っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
5
､
6
が
直
面
し
て
い
る
の
は
､
以
上
の

よ
う
な
危
う
さ
で
あ
る
｡

ま

た

､
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
､
5
'
6
の
考
察
を

謹
ん
で
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
感
じ
た
｡
人
物
墓
を
前
に
し

た
北
末
の
詩
人
た
ち
が
給
書
一の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物
に
つ
い
て
述

べ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
と
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
考
え
方
'
そ
れ
ら
は

確
か
に

｢題
董
文
学
｣
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
見
る
限
-
注

目
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
｡
だ
が
し
か
し
'
い
っ
た
ん

｢題
書
｣
と
い
う
枠
組
み
を
取
-
拭
っ
て
､
贋
-
中
国
士
大
夫
の
言

説
全
健
の
中
に
置
い
て
見
る
と
き
'
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
注
目
す

べ
き
特
殊
性
を
示
す
だ
ろ
う
か
､
と
｡
こ
こ
に
も
や
は
り
'
｢題
書
一
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文
学
｣
研
究
と
い
う
枠
組
み
が
有
効
性
を
鷺
揮
L
に
-
い
問
題
を

｢題
董
文
学
｣
研
究
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
論
じ
る
こ
と
の
危
う

さ
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
こ
で

｢題
書
一文
撃
｣
研
究
の
枠
組
み
が
全
-
無
数

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば
'
5
の
論
考
で
は

｢自
選

像
｣
の
題
董
詩
を
め
ぐ
っ
て
'
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ

れ
る
｡
詩
人
た
ち
は
'
自
ら
の
董
像
が
塞
か
れ
た
槍
書
右
前
に
し
て
､

し
ば
し
ば

｢其
｣
と

｢幻
｣
と
が
交
錯
す
る

｢迷
思
｣
を
髄
験
す
る
｡

本
来
な
ら
ば
自
分
自
身
が

｢蔓
｣
で
､
槍
葦
善
一像
が

｢幻
｣
で
あ
る

は
ず
な
の
だ
が
､
そ
の

｢異
｣
と

｢幻
｣
の
秩
序
が
解
膿
す
る
か
の

よ
う
な
旺
惑
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

｢迷
思
｣
の
濃

験
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
題
毒
の
詩
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
-
､
ま
さ

に

｢題
董
文
学
｣
研
究
が
取
-
組
む
に
ふ
さ
わ
し
い
課
題
と
言
う
べ

き
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

｢自
題
像
｣
の
題
董
詩
に
見
ら
れ
る
特
質
は
'

｢題
時
人
像
｣
'
｢題
古
人
像
｣
と
い
っ
た
他
者
の
緒
書
一書
一像
を
詠
じ

た
詩
と
比
較
す
る
と
き
'
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
｡
｢題
毒

文
学
｣
研
究
と
し
て
更
に
番
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
問
題
の

ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

と
こ
ろ
で
'
5
の
論
考
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
｡

｢題
古
人
像
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
指
摘
で
あ
る
｡
｢古
人
｣

と
は
多
-
の
場
合
'
陶
淵
明
や
杜
甫
と
い
っ
た
名
人
で
あ
る
が
'
名

人
と
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
の
こ
し
た
人
物
の
こ
と
で
も
あ

る
｡
テ
ク
ス
ト
と
言
っ
て
も
'
彼
ら
自
身
が
著
し
た
テ
ク
ス
ト
と
は

限
ら
な
い
｡
彼
ら
に
つ
い
て
書
き
記
さ
れ
た
テ
ク
ス
-
も
そ
こ
に
含

ま
れ
る
｡
こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
幾
重
に
も
そ
の
身
に

纏
っ
た
存
在
､
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
古
人
-

名
人
で
あ
る
｡
古
人
は
テ

ク
ス
ト
か
ら
で
き
て
い
る
､
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
古
人

を
塞
い
た
給
書
一を
詠
じ
た
選
書
一詩
の
場
合
'
た
だ
軍
に
董
像
が
詠
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
｡
董
像
を
踏
み
越
え
て
､
彼
ら
古
人
が
身
に
纏

う
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
-
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
場

合
に
よ
っ
て
は
､
彼
ら
が
著
し
た
テ
ク
ス
ト
の
借
用
と
い
っ
た
現
象

ま
で
も
が
見
ら
れ
る
に
至
る
｡
例
え
ば
､
陶
淵
明
の
董
像
を
う
た
う

場
合
に
､
陶
淵
明
の
作
品
の
テ
ク
ス
ト
を
換
骨
奪
胎
し
た
言
葉
が
用

い
ら
れ
る
､
等
々
｡
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
の
だ

が
'
こ
れ
は

｢詩
意
固
｣
を
詠
じ
た
題
葺
詩
を
論
ず
る
7
の
論
考
へ

と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
-
重
要
な
問
題
を
わ
た
し
た
ち
に
投
げ
か
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け
て
い
る
｡

鑑
に
述
べ
た
よ
う
に
､
7
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
'
詩
1
槍
董

1
詩

(-
-
)
と
い
っ
た
詩
と
給
茎
の
連
鎖
で
あ
る
｡
先
に
､
5

6
の
論
考
に
関
連
し
て
､
題
董
詩
が

｢題
書
二
と
い
う
枠
組
み
を
踏

み
越
え
て
ゆ
-
現
象
に
つ
い
て
述
べ
た
｡
そ
れ
と
同
じ
現
象
が
､
こ

の
連
銀
の
中
で
は
､
よ
-
明
確
な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
-
る
｡

つ
ま
-
'
｢詩
意
園
｣
を
う
た
う
題
童
話
の
言
葉
も
､
や
は
-
封
象

と
な
っ
た
槍
墓
室
像
に
留
ま
る
こ
と
は
し
な
い
｡
普
該
の
槍
善
一が
基

づ
い
た
詩
の
テ
ク
ス
ト
の
方

へ
と
向
か
っ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
こ
う

し
て
題
董
詩
の
言
葉
が
董
像
で
は
な
-
て
テ
ク
ス
-
へ
と
向
か
う
の

は
､
｢詩
意
園
｣
に
せ
よ
'
｢古
人
像
｣
の
人
物
葦
に
せ
よ
'
テ
ク
ス

-
を
纏

っ
た
董
像
を
封
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
書
一像
が
テ
ク

ス
ト
を
纏
う
と
い
う
鮎
に
お
い
て
'
｢詩
意
園
｣
と
人
物
葺
を
区
別

す
る
境
界
線
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡
更
に
言
う

と
'
山
水
茎
や
花
鳥
葺
､
あ
ら
ゆ
る
槍
童
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
､

塞
か
れ
た
封
象
は
多
か
れ
少
な
か
れ
詩
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
テ
ク
ス
ー
を
そ
の
身
に
纏

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
だ
と

す
れ
ば
'
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡
中
国

書

評

に
あ

っ
て
給
量
は
す
べ
て
､
詩
1
給
董
1
詩

(-
-
)
と
い
っ
た
連

鎖
の
中
で
人
々
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す

｢詩
意
園
｣
の
要
素
を
多
か

れ
少
な
か
れ
帯
び
て
い
る
t
と
｡
｢詩
意
園
｣
に
関
す
る
7
の
論
考

は
'
5
､
6
の
論
考
と
合
わ
せ
て
謹
ま
れ
る
と
き
､
以
上
の
こ
と
を

わ
た
し
た
ち
に
示
唆
し
て
-
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

以
上
'
極
め
て
租
末
な
も
の
で
は
あ
る
が
､
衣
若
芽
氏
の
近
著
を

謹
ん
で
の
意
見

･
感
想
を
記
し
て
き
た
｡
本
書
の
全
鰭
を
通
し
て
'

著
者
の
丁
寧
で
目
配
-
の
放
い
た
論
述
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
｡
例

え
ば
､
本
書
九
二
頁
に
は
次
の
よ
う
な

T
節
が
あ
る
｡
｢中
園
の
歴

史
に
あ
っ
て
､
末
代
は
題
董
詩
の
制
作
が
第

一
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た

時
代
で
あ
る
｡
筆
者
の
統
計
に
よ
る
と
'
唐
五
代
の
三
四
二
年
間
で

は
二
弄
二
題
二
六
四
首
の
題
董
詩
が
書
か
れ
'
作
者
の
数
は

l
二

l

名
で
あ
っ
た
が
'
北
宋
の
一
六
七
年
間
に
は

l
〇
五
七
題

1
〇
三
六

八
首
の
題
葦
詩
が
書
か
れ
'
作
者
の
教
は

一
八
九
名
に
達
し
た
｣
｡

著
者
は
現
存
す
る
唐
詩
'
北
宋
詩
の
す
べ
て
を
調
査
し
た
う
え
で
､

こ
の
数
値
を
確
定
し
て
い
る
の
だ
｡
こ
の
さ
-
げ
な
い
一
節
に
も
著

者
の
丁
寧
な
目
配
-
は
よ
-
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
｡
ま
た
'
本
書
は

｢題
董
文
学
｣
を
論
じ
た
文
学
研
究
で
あ
っ
て
'
給
董
研
究
で
は
な
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い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

給
書
一研
究
に
封
し
て
も
極
め
て
周
到
な
目

醍
-
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
鮎
も
敬
服
に
値
す
る
｡
そ
の
よ
う
な

本
書
に
と

っ
て
'
本
稿
が
述
べ
た
い
-
つ
か
の
不
満
や
疑
問
は
､
ま

っ
た
-
富
を
失
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
こ
と
を
深

-
恐
れ
て
い
る
｡

*

本
稿
の
冒
頭
で

｢槍
書
〓
p
lCture)
に
囚
わ
れ
た
詩
｣
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
鴨
れ
た
｡
最
後
に
ふ
た
た
び
､
衣
氏
の
考
察
の
成
果
を

踏
ま
え
つ
つ
､
こ
の
間
題
に
つ
い
て
短
-
梱
れ
て
お
き
た
い
｡

わ
た
し
が

｢槍
書
一に
囚
わ
れ
た
詩
｣
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
は
､

詩
と
槍
墓
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
｡

詩
は
詩
で
あ
っ
て
'
檎
董
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
あ
る
時
鮎
か
ら

槍
葺
は
'
詩
の
領
域

へ
と
進
出

(敢
え
て
言
う
な
ら
ば
'
侵
犯
)
す

る
よ
う
に
な

っ
た
t
と
｡
つ
ま
-
'
詩
と
給
書
房
関
係
の
歴
史
を
'

槍
葺
に
よ
っ
て
詩
の
領
域
が
侵
犯
さ
れ
て
ゆ
-
歴
史
､
換
言
す
れ
ば

詩
が
自
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
純
粋
さ
を
失

っ
て
ゆ
く
歴
史
と
し

て
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
映
像

(1m
ag
e
,
P
ictu
re)
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
犀
利
な

論
考
を
数
多
-
馨
表
し
て
き
た
米
国
の
文
学
批
評

･
理
論
家
W
･

1
･
T
‥
､｢
ツ
チ

エ
ル
の

『イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
(W
I
T

M
ltCh
ell,

Zconolog
y

Im
a
g
e,
T

e
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こ
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ま
で
次
の
よ
う
な
前
提
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も
と
づ
い
て
議
論
を
進
め

て
き
た
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す
な
わ
ち
､
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メ
ー
ジ
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い
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文
字
通
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の
意
味
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概
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瞭
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葉
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右
の
前
提
と
は
異
な
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葉
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れ
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れ
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膏
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れ
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す
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追
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六
十
九
肌

に
は
近
い
将
来
､

中
国
の
詩
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を
め
ぐ
る
知
の
俸
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を
踏
ま
え
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中
国
版
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著
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だ
き
た
い
と
願

っ
て

い
る
｡
そ
の
と
き
に
は
お
そ
ら
-
'
い
ま
右
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れ
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