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人
間
の
一
生
の
中
で
、
夫
々
の
節
目
の
儀
式
を
伴
う
も
の
と
い
え
ば
、
大
き
く
分
け
て
、
誕
生
⑧
結
婚
⑧
死
の
三
者
生
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
内
、
誕
生
は
我
々
個
々
人
の
記
憶
に
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
婚
が
人
生
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
ハ

イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
死
は
人
生
の
終
焉
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
誕
生
⑧
結
婚
⑧
死
と
い
う
三
つ
の
節
目
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
と
い
う
劇
場
を
形
造
っ
て
い
る
、

と
も
言
え
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
以
外
の
他
の
動
植
物
の
よ
う
な
、
同
じ
こ
の
世
に
生
を
享
け
て
い
る
も
の
と
載
然
と
区
別
で

き
る
の
は
、
死
と
い
う
も
の
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
考
え
た
り
想
像
し
た
り
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

動
物
は
死
期
が
近
づ
く
と
身
を
隠
す
と
い
う
習
性
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
人
間
の
よ
う
に
、
何
十
年
も
前
か
ら
、
自

ら
の
死
と
い
う
も
の
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
．
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
人
間
の
み
が
多
く
は
日
々
の
生
活
の

中
で
生
死
を
見
つ
め
、
■
そ
れ
に
自
ら
意
識
的
に
向
き
合
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
然
の
よ
う
に
、
人
生
を
い

か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
考
え
方
は
、
古
来
か
ら
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
く
り
返
さ
れ
て
き
た
し
、
現
在
で
も
な
お
極
め
て
現
代
的
な
課

題
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

　
そ
れ
は
、
中
国
に
っ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
が
、
中
国
に
は
更
に
、
年
を
と
れ
ば
と
る
程
、
成
熟
し
た
人
格
者
と
み
な
す
、
い
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二

わ
ば
年
齢
と
共
に
人
格
も
成
長
す
る
と
い
う
考
え
方
が
古
く
か
ら
あ
り
、
そ
の
逆
に
、
若
さ
は
未
熟
と
同
義
語
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
の
ご
く
近
い
例
を
示
す
な
ら
ば
、
林
語
堂
（
一
八
九
五
－
一
九
七
六
）
の
『
人
生
を
い
か
に
生
き
る
か
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
中
国
で
は
、
公
用
で
人
を
呼
ん
で
、
そ
の
姓
名
を
き
い
て
か
ら
最
初
に
尋
ね
る
こ
と
は
、

「
ご
壽
齢
は
？
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
相
手
が
、
二
士
二
歳
で
す
と
か
、
二
十
八
歳
で
す
と
か
い
っ
て
、
何
か
い
い
に
く
そ
う
に
返
答
を
す

る
と
、
尋
ね
た
ほ
う
は
た
い
て
い
相
手
を
な
ぐ
さ
め
、
ま
だ
ま
だ
輝
か
し
い
将
来
が
お
あ
り
だ
し
、
い
つ
か
は
老
人
に
な
れ
ま
す
か
ら
、

な
ど
と
い
う
。
ま
た
も
し
、
三
十
五
歳
と
か
三
十
八
歳
と
か
答
え
る
な
ら
ば
、
深
い
尊
敬
を
も
っ
て
、
「
お
め
で
と
う
」
と
す
ぐ
い
う
。

高
齢
を
告
げ
れ
ば
告
げ
る
ほ
ど
、
尋
ね
る
ほ
う
は
ま
じ
め
に
な
る
。
そ
し
て
五
十
何
歳
と
で
も
い
お
う
も
の
な
ら
、
尋
ね
る
ほ
う
は
た

ち
ま
ち
声
を
落
と
し
、
懸
勲
に
尊
敬
の
態
度
を
し
め
す
。
年
と
っ
た
人
々
が
、
で
き
る
こ
と
な
ら
中
国
に
行
っ
て
住
み
た
い
と
願
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
ひ
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
こ
れ
ゆ
え
で
あ
っ
て
、
中
国
で
は
白
霧
の
乞
食
で
さ
え
特
別
親
切
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
一
節
に
は
、
中
国
の
人
々
が
長
い
歴
史
の
間
に
会
得
し
た
、
人
生
や
年
齢
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
が
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る

が
、
時
代
的
に
見
れ
ば
、
古
く
春
秋
期
か
ら
六
朝
期
に
か
け
て
の
詩
の
中
に
、
既
に
そ
れ
ら
の
原
型
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ま
、
直
接
中
国
人
の
「
紀
年
」
詩
を
考
え
る
前
に
、
中
国
の
人
々
に
と
っ
て
、
人
生
と
は
如
何
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た

の
か
を
見
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
。

一
曳
中
国
人
の
人
生
観

古
く
『
詩
経
』
に
お
い
て
は
、

人
生
を
は
か
な
い
も
の
、
無
常
な
る
も
の
、

と
し
て
把
え
て
い
る
把
え
方
よ
り
も
、
月
日
の
経
過
の
早



い
こ
と
を
嘆
く
歌
が
ま
ず
存
在
す
る
。

今
我
不
樂

日
月
其
除

今
我
楽
し
ま
ず
ん
ば

　
　
　
　
　
さ

日
月
其
れ
除
ら
む

（
唐
風
「
蛾
蜂
」
）

今
者
不
樂

逝
者
其
妻

今
に
し
て
楽
し
ま
ず
ん
ば

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

逝
く
ゆ
く
其
れ
肇
ひ
な
む

（
秦
風
「
車
郡
」
）

唐
風
の
「
鑑
蜂
」
で
は
、
年
末
が
近
づ
く
こ
と
へ
の
焦
燥
感
が
詠
わ
れ
、
秦
風
の
「
車
郷
」
で
は
、
年
を
重
ね
て
老
い
て
ゆ
く
こ
と
へ

の
不
安
が
詠
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
人
生
が
は
か
な
い
も
の
、
と
い
う
感
覚
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
次
に

み
る
南
方
の
文
学
『
楚
辞
』
に
お
い
て
は
、
は
か
な
い
人
生
に
対
す
る
歎
き
が
、
確
か
に
存
在
す
る
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。

日
月
忽
其
不
滝
分

春
與
秋
其
代
序

惟
草
木
之
零
落
号

恐
美
人
之
遅
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ

日
月
忽
と
し
て
其
れ
滝
し
か
ら
ず

春
と
秋
と
其
れ
代
序
す

　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

草
木
の
零
落
す
る
を
惟
ひ

美
人
の
遅
暮
す
る
を
恐
る

（
楚
辞
「
離
騒
」
）

　
右
の
詩
旬
に
は
、
日
月
の
経
過
と
共
に
、
美
人
（
人
間
）
も
老
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
へ
の
恐
れ
が
率
直
に
詠
わ
れ
て
い
て
、
人
生
は

は
か
な
い
も
の
、
と
す
る
考
え
方
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
他
に
も
『
楚
辞
』
に
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
、
人
生
の

無
常
さ
へ
の
嘆
き
が
詠
わ
れ
る
個
所
が
多
く
、
　
『
楚
辞
』
の
出
現
に
よ
っ
て
、
中
国
の
古
代
人
は
、
人
生
に
対
す
る
は
か
な
さ
の
感
覚
を

持
ち
得
た
か
に
見
え
る
。
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老
再
再
其
將
至
号

恐
脩
名
之
不
立

老
は
再
々
と
し
て
其
れ
将
に
至
ら
ん
と
し

惰
名
の
立
た
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る

（
楚
辞
「
離
騒
」
）

　
右
の
よ
う
な
南
方
の
屈
原
に
よ
る
人
生
観
は
、

現
さ
れ
る
。

少
し
降
っ
た
『
春
秋
左
氏
傳
』

で
も
、
よ
り
人
生
そ
の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
と
し
て
表

周
詩
有
之
、
日
「
侯
河
之
清
、
人
壽
幾
何
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ぱ
く

　
周
詩
に
こ
れ
有
り
、
日
く
「
河
の
清
を
侯
つ
も
人
壽
幾
何
ぞ
」

（
『
左
傳
』
嚢
公
八
年
）

孝
伯
日
「
人
生
幾
何
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば
く

　
（
孟
）
孝
伯
日
く
「
人
生
幾
何
ぞ
」

（
『
左
榑
』
嚢
公
三
十
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば
く

　
こ
れ
ら
『
左
傳
』
に
見
ら
れ
る
「
人
生
幾
何
ぞ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
『
楚
辞
』
に
お
け
る
日
月
の
経
過
に
対
す
る
深
い
焦
燥
感
が
大

き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
「
人
生
は
…
…
の
如
し
」
と
い
う
六
朝
詩
に
多
く
現
わ
れ
る
常
套
句
へ
つ
な
が

る
視
点
が
、
既
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
初
め
の
『
詩
経
』
に
も
ど
る
と
、
人
間
の
一
生
は
た
か
だ
か
百
歳
ま
で
だ
、
と
把
え
る
考
え
方
が
既
に
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て

い
る
。

夏
之
日

冬
之
夜

百
歳
之
後

夏
の
日

冬
の
夜

百
歳
の
後



婦
干
其
居

　
　
は
か

其
の
居
に
帰
せ
ん

（
唐
風
「
葛
生
」
）

　
こ
れ
を
更
に
、
『
楚
辞
』
の
人
の
一
生
は
は
か
な
い
も
の
、

九
首
や
漢
魏
の
詩
人
達
の
詩
で
あ
っ
た
。

無
常
な
る
も
の
、
と
す
る
考
え
方
と
共
に
詠
い
あ
げ
た
も
の
が
、

古
詩
十

生
年
不
満
百

常
懐
千
歳
憂

生
年
は
百
に
満
た
ず

　
　
　
　
　
　
　
い
だ

常
に
千
歳
の
憂
を
懐
く

（
古
詩
十
九
首
　
其
十
五
）

人
生
不
溝
百

戚
戚
少
歓
娯

人
生
は
百
に
満
た
ず

戚
々
と
し
て
歓
娯
少
し

（
曹
植
　
遊
仙
詩
）

人
生
樂
長
久

百
年
自
言
遼

　
　
　
　
　
　
ね
が

人
生
は
長
久
を
楽
う
も

百
年
は
自
ら
遼
な
り
と
言
ふ

（
院
籍
　
詠
懐
詩
八
十
二
首

・
其
八
十
一
）

　
こ
れ
ら
の
詩
に
は
、
人
の
一
生
（
「
人
生
」
を
文
字
通
り
の
「
人
生
」
と
る
よ
り
も
、
こ
こ
で
詠
わ
れ
る
「
人
生
」
と
い
う
言
葉
は
、

　
　
い
の
ち

「
人
の
生
命
」
と
い
う
意
味
に
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
よ
う
）
は
、
せ
い
ぜ
い
長
く
生
き
た
と
し
て
も
百
歳
ま
で
だ
、
と
す
る
発
想
が

そ
の
根
低
に
有
り
、
そ
れ
が
『
楚
辞
』
的
な
人
生
無
常
な
る
も
の
と
い
う
感
懐
と
結
び
つ
き
、
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
を
現
わ
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
「
人
生
は
…
：
の
如
し
」
と
い
う
思
考
パ
タ
ー
ン
も
漢
魏
の
詩
人
達
が
好
ん
だ
詠
い
方
で
あ
っ
た
。

人
生
天
地
間

忽
如
遠
行
客

人
生
は
天
地
の
間

あ
た
か

忽
も
遠
行
の
客
の
如
し

（
古
詩
十
九
首
　
其
三
）
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／＼

人
生
忽
如
寄

壽
無
金
石
固

　
　
　
あ
た
か

人
生
は
忽
も
寄
す
る
が
如
く

寿
は
金
石
の
固
き
こ
と
無
し

（
古
詩
十
九
首
其
士
二
）

　
右
に
詩
に
は
「
忽
如
」
（
あ
た
か
も
…
…
の
よ
う
だ
）
と
い
う
表
現
で
、
人
生
を
こ
の
世
に
仮
に
生
を
享
け
た
も
の
、
と
し
て
詠
う
こ

と
で
、
人
間
の
一
生
の
は
か
な
さ
を
よ
り
強
く
詠
嘆
す
る
詠
い
方
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
る
見
方
も
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
又
、

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
漢
魏
の
詩
人
達
に
多
用
さ
れ
た
「
人
生
は
…
…
の
如
し
」
と
い
う
措
辞
は
、
時
代
が
降
る
に
っ
れ
て
使
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
な
く
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
六
朝
期
も
中
期
以
降
に
な
る
と
、
詩
人
達
が
人
生
そ
の
も
の
よ
り
も
、
細
や
か
な

個
々
の
生
活
や
状
況
を
詠
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
、
ひ
と
つ
の
反
映
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
漢
魏
の
詩
人
達
に
と
っ
て
、
人
生
と
は
こ
の
世
に
「
寄
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
朝
露
」
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
更
に
ま
た
「
鰯
塵
」
で
も
あ
っ
て
、
瞬
時
に
消
え
去
る
運
命
の
謂
で
あ
っ
た
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
以
降
の
、
唐
以
後
の
詩
人
達
の

常
套
手
段
と
し
て
も
く
り
か
え
し
詠
わ
れ
る
表
現
と
し
て
定
着
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
か
な
い
人
生
に
対
し
、
如
何
に
対
処
す
れ
ば

よ
い
か
を
追
求
し
た
結
論
が
、
例
え
ば
、

爲
樂
當
及
時

何
能
待
來
薮

　
　
　
　
　
ま
さ

楽
を
為
す
は
当
に
時
に
及
ぶ
べ
し

何
ぞ
能
く
来
薮
を
待
た
ん

（
古
詩
十
九
首
　
其
十
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
等
に
詠
わ
れ
る
人
生
の
楽
し
み
方
と
も
言
う
べ
き
対
処
の
仕
方
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
『
楚
辞
』
『
古
詩
十
九
首
』
な
ど
か
ら
、
中
国
人
の
「
人
生
」
観
は
、
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
人
間
が
、
人
生
を
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
か
の
一
端
を
み
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
人
生
観
は
、
当
然
の
如
く

六
朝
か
ら
唐
代
へ
至
る
詩
人
達
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
の
下
で
詠
わ
れ
な
が
ら
も
、
六
朝
は
六
朝
の
詩
人
ら

し
く
、
ま
た
、
唐
代
は
唐
代
の
詩
人
ら
し
く
、
少
し
感
情
を
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
人
生
観
を
詠
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
に
「
紀
年
」



詩
に
限
っ
て
、

そ
れ
ら
の
詠
い
方
を
み
て
み
よ
う
。

二
克
六
朝
の

「
紀
年
」
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
既
に
、
中
国
各
時
代
の
「
紀
年
」
詩
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
章
で
は
六
朝
期

の
「
紀
年
」
■
詩
に
つ
い
て
や
㌧
詳
し
く
そ
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

　
『
中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
』
で
も
既
に
述
べ
た
が
、
六
朝
期
に
お
け
る
「
紀
年
」
詩
は
、
そ
う
多
く
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
そ
の
中
に

あ
っ
て
最
も
多
い
詩
人
は
と
言
え
ば
陶
淵
明
（
＝
エ
ハ
五
－
四
二
七
）
で
あ
る
こ
と
も
記
し
た
。
ま
ず
、
陶
淵
明
以
外
の
人
物
に
よ
る
「
紀

年
」
詩
を
見
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
陶
淵
明
の
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
陶
淵
明
以
外
で
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
陰
鍾
（
？
1
五
六
五
？
）
の
次
の
詩
で
あ
ろ
う
。

大
江
一
浩
蕩

離
悲
足
幾
重

潮
落
猶
如
蓋

雲
昏
不
作
峯

遠
戊
唯
聞
鼓

寒
山
但
見
松

九
十
方
構
半

蠕
途
謹
有
雛

大
江
一
に
浩
蕩
た
り

離
悲
　
幾
重
に
足
る

潮
落
は
猶
蓋
の
如
く
な
る
も

　
　
　
　
　
な

雲
昏
く
峯
を
作
さ
ず

遠
戊
は
唯
だ
鼓
を
聞
く
の
み
に
し
て

寒
山
に
は
但
だ
松
を
見
る
の
み

　
　
　
ま
さ

九
十
の
方
に
半
と
称
し

　
　
な
　
　
　
　
　
　
あ
と

帰
途
証
ん
ぞ
雛
有
ら
ん
や

（
晩
出
新
亭
　
陳
詩
巻
一
）

陰
鍾
は
字
を
子
堅
と
い
い
、
武
威
姑
滅

（
現
甘
粛
武
威
）
の
人
物
で
梁
代
に
参
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
陳
に
入
っ
て
晋
陵
太
守
に
な
っ
た
人

中
国
「
紀
年
」
詩
考
㈲
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
1

七



八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

物
ら
し
い
が
、
彼
の
詩
が
嘗
て
何
遜
（
四
六
六
？
1
五
一
九
？
）
と
名
を
斉
し
く
し
た
こ
と
は
、
杜
甫
詩
「
解
悶
」
に
も
「
頗
る
陰
何
を

学
び
、
心
を
用
ひ
る
に
苦
し
む
」
（
其
七
）
と
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
斑
は
う
か
が
え
よ
う
。

　
彼
は
ま
ず
最
初
の
四
句
で
、
蕩
々
と
流
れ
る
長
江
を
詠
い
出
し
、
一
気
に
遠
く
の
戦
い
か
ら
、
寒
々
と
し
た
松
へ
と
視
点
を
移
す
。
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
戦
鼓
（
鶉
覚
）
か
ら
松
樹
（
視
覚
）
へ
の
変
化
で
あ
り
、
陰
鍾
の
心
象
風
景
で
も
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
最
後
の

聯
で
、
四
十
五
歳
に
な
っ
て
や
っ
と
都
に
帰
れ
る
自
己
を
ポ
ツ
ン
と
詠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
は
決
し
て
華
や
か
な
風
景

は
浮
か
ん
で
こ
な
い
し
、
ま
し
て
四
十
五
歳
に
な
っ
て
都
に
帰
れ
る
喜
び
も
詠
わ
れ
て
は
い
な
い
。
（
余
談
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
悲

哀
の
感
情
が
、
あ
る
い
は
杜
甫
と
肌
が
合
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
）

　
大
江
－
遠
戊
－
寒
松
－
自
己
と
点
描
さ
れ
る
視
点
は
、
大
き
な
も
の
か
ら
小
さ
な
も
の
へ
と
周
囲
の
風
景
を
収
飲
さ
せ
な
が
ら
、
自
己

の
存
在
を
客
観
的
に
み
つ
め
て
い
る
「
さ
め
た
眼
」
と
も
言
え
る
視
点
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
以
下
の
陶
淵
明
の
詩
は
、
陰
鍾
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
世
界
の
「
紀
隼
」
詩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
淵
明
自
身
は
、
自
分
自
身
の
死
を
ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
彼
自
身
が
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
擬
挽

歌
詩
を
見
る
こ
と
で
み
て
み
よ
う
。
こ
の
「
挽
歌
詩
」
は
、
自
分
の
「
死
」
を
前
に
し
て
詠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
「
死
」

を
想
定
し
て
、
一
度
そ
の
よ
う
な
状
況
に
自
分
を
置
い
て
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
を
つ
き
放
し
て
み
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
分
が
よ
り
鮮
明

に
浮
び
あ
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
詠
っ
た
作
晶
の
よ
う
で
あ
る
が
（
事
実
、
院
璃
、
繧
襲
、
陸
機
と
い
っ
た
詩
人
に
も
「
挽
歌
」

が
あ
り
、
宴
会
で
好
ん
で
唱
わ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
）
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。
（
以
下
の
訓
み
は
全
て
斯
波
六
郎
著
『
陶
淵
明

詩
講
注
』
東
門
書
房
に
従
っ
た
。
）

有
生
必
有
死

早
終
非
命
促

昨
暮
同
爲
人

い
の
ち

生
あ
れ
ば
必
ず
死
あ
り

わ
か
じ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぢ

早
終
す
と
も
命
の
促
ま
れ
る
に
非
ず

ゆ
う
べ

昨
暮
に
は
同
じ
く
人
な
り
し
に



今
旦
在
鬼
録

魂
氣
散
何
之

枯
形
寄
空
木

矯
見
索
父
暗

良
友
撫
我
突

得
失
不
復
知

是
非
安
能
賢

千
秋
萬
歳
後

誰
知
榮
與
辱

但
恨
在
世
時

飲
酒
不
得
足

け
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

今
旦
は
も
鬼
録
に
ぞ
在
る

た
ま
し
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

魂
気
散
り
て
何
く
に
か
之
け
る

な
き
が
ら
　
　
か
ら
ぱ
こ
　
　
や
ど

枯
形
は
空
木
に
寄
れ
り

い
と
し
ご
　
　
　
　
　
　
さ
が
　
　
　
な
き
さ
け

嬬
児
は
父
を
索
し
て
蹄
び

と
も
だ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ
き
な

良
友
は
我
を
撫
で
つ
つ
突
く

　
　
　
す
で

得
失
　
復
に
知
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と

是
非
安
ん
ぞ
能
く
覚
ら
ん
や

千
秋
　
万
歳
の
後

誰
か
知
ら
ん
　
栄
と
辱
と
を

た
だ
恨
む
ら
く
は
、
世
に
在
り
し
時

酒
を
飲
み
て
足
る
を
得
ざ
り
し
を

（
擬
挽
歌
詩
　
其
一
）

　
陶
淵
明
自
身
が
一
番
言
い
た
い
こ
と
は
、
最
後
の
「
死
ん
で
後
、
千
年
万
年
を
経
過
す
れ
ば
、
私
の
恥
辱
も
栄
誉
も
問
題
で
は
な
い
。

心
残
り
は
こ
の
世
で
酒
が
ぞ
ん
ぷ
ん
に
飲
め
な
か
っ
た
こ
と
だ
」
と
い
う
四
句
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
分
（
人
間
）
は

「
必
ず
死
ぬ
べ
き
運
命
に
あ
り
、
若
死
に
し
た
か
ら
と
言
っ
て
寿
命
が
ち
ぢ
ま
っ
た
訳
で
も
あ
る
ま
い
て
」
と
う
そ
ぷ
く
陶
淵
明
と
い
う

人
物
は
、
意
外
と
ク
ー
ル
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
彼
が
、
六
朝
詩
人
の
中
で
最
多
の
「
紀
年
」
詩
を
残
し
て
い
る
こ

と
は
、
こ
れ
又
特
筆
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
事
柄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
淵
明
に
と
っ
て
人
間
の
死
と
は
、
先
程
引
用
し
た
詩
旬
に
も
あ
る

よ
う
に
「
生
あ
れ
ば
必
ず
死
あ
る
」
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
も
当
時
の
儒
家
的
な
思
考
の
範
曉
か
ら
は
逃
れ
ら
れ

な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
儒
家
的
な
範
曉
は
範
曉
と
し
て
、
自
己
自
身
を
一
度
「
死
」
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
と
向
か
い
合
わ
さ
ず
に

は
お
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
見
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
三
十
、
四
十
、
五
十
と
、
い
わ
ば
人
生
の
節
目
節
目
に
詩
を

詠
む
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
ー

九



一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
れ
も
既
に
指
摘
し
た
が
、
『
論
語
』
為
政
篇
の
「
吾
十
有
五
而
志
干
學
、
三
十
而
立
、
四
十
而
不
惑
、
五
十
而
知
天
命
、
六
十
而
耳

順
、
七
十
而
從
心
所
欲
不
麟
矩
」
と
い
う
一
条
と
照
し
合
せ
て
み
る
と
き
、
淵
明
自
身
が
た
え
ず
立
ち
返
り
つ
㌧
「
死
」
を
見
つ
め
た
こ

と
の
ひ
と
つ
の
証
明
と
し
て
詩
を
残
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
。
ま
ず
三
十
に
近
い
頃
の
こ
と
を
後
に
な
っ
て
思
い

出
し
た
詩
。

曉
昔
苦
長
飢

投
未
去
學
仕

將
養
不
得
節

凍
蟹
固
纏
己

是
時
向
立
年

志
意
多
所
恥

遂
義
介
然
分

沸
衣
婦
田
里

再
再
星
氣
流

亭
亭
復
一
紀

世
路
廓
悠
悠

楊
朱
所
以
止

難
無
揮
金
事

濁
酒
柳
可
侍

む
か
し
　
　
　
つ
ね

曉
昔
　
長
に
飢
う
る
に
苦
し
み

す
き
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
つ
　
か

未
を
投
げ
て
去
い
て
学
仕
へ
ぬ

や
し
な
　
　
　
　
　
ほ
ど
よ
さ

將
養
ふ
に
は
節
を
得
ず

う
え
こ
ご
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と

凍
蟹
は
固
よ
り
己
れ
に
纏
は
れ
り

そ
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
じ
　
　
な
ん
な

是
の
時
立
年
に
向
ん
と
せ
し
が

志
意
　
恥
づ
る
所
多
く

遂
に
介
然
の
分
を
尽
く
し
て

衣
を
払
う
て
田
里
に
帰
り
ぬ

再
再
と
し
て
星
気
流
れ

　
　
　
　
　
ま

亭
亭
と
し
て
復
た
一
紀

　
　
　
ひ
ろ

世
路
　
廓
く
し
て
悠
悠
た
り

げ
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

所
以
も
や
　
楊
朱
の
止
ま
り
し
は

金
を
揮
ふ
の
事
な
け
れ
ど
も

　
　
　
　
　
た
の

濁
酒
　
柳
か
特
む
可
け
ん
　
　
　
（
飲
酒
二
十
首

其
十
九
）

恐
ら
く
右
の
詩
は
、
過
ぎ
に
し
日
々
の
苦
し
い
生
活
に
憶
い
を
馳
せ
な
が
ら
、

四
十
を
少
し
過
ぎ
て
か
ら
の
詩
と
思
わ
れ
る
が
（
詩
中



に
「
亭
亭
復
一
紀
」
の
句
が
あ
り
、
一
紀
は
一
般
に
は
十
二
年
を
指
し
て
い
う
こ
と
か
ら
）
、
「
志
意
恥
づ
る
所
多
し
」
と
詠
う
よ
う
に
、

本
来
あ
る
べ
き
姿
に
照
ら
し
て
恥
し
く
思
う
所
が
多
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
彼
は
四
十
歳
の
時
の
詩
で
も
、
そ
の
一
⑧
二
旬

　
　
い
の
ち
　
か
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
し
え
　
　
そ

で
「
運
生
は
倉
ず
蹄
に
養
く
、
終
古
に
之
を
然
り
と
謂
ふ
」
と
言
い
な
が
ら
　
最
後
の
四
旬
で
次
の
よ
う
に
詠
う
。

自
我
抱
薮
濁

縄
挽
四
十
年

形
骸
久
已
化

心
在
復
何
言

我
れ
薮
の
独
を
抱
い
て
よ
り

ひ
た
す
ら

偶
挽
な
る
こ
と
四
十
年

む
く
ろ
　
　
　
つ
　
と
　
　
　
か
は

形
骸
は
久
已
に
化
れ
る
も

　
　
　
　
そ

心
　
在
り
復
も
何
を
か
言
は
ん
や

（
連
雨
濁
飲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
こ
の
「
濁
」
に
っ
い
て
斯
波
氏
は
「
濁
は
内
省
し
た
自
己
を
指
す
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
「
人
間
は
死
す
べ
き
運
命
を
背
負
っ
て
こ
の
世

に
生
ま
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
肉
体
は
衰
え
た
り
生
言
え
ど
も
、
酔
境
を
楽
し
む
心
は
ま
だ
衰
え
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

こ
れ
以
上
何
を
あ
く
せ
く
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
極
め
て
透
徹
し
た
死
生
観
で
詠
い
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
彼
が
「
雑
詩
十
三
首
、
其
六
」
で
詠
う
内
容
も
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
る
。

昔
聞
長
者
言

掩
耳
毎
不
喜

奈
何
五
十
年

忽
已
親
此
事

昔
は
長
者
の
言
を
聞
く
も

　
　
　
　
　
つ
ね

耳
を
掩
う
て
毎
に
喜
ば
ざ
り
き

い
か
ん

奈
何
ぞ
や
　
五
十
の
年

た
ち
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
づ
か
ら

忽
已
ち
に
し
て
此
の
事
を
親
せ
ん
と
は

　
と
、
嘗
て
老
人
達
が
し
た
事
を
五
十
歳
に
も
な
っ
て
み
る
と
、
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
き
恥
し
く
感
じ
て
い
る
自
分
を
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ら

く
。
そ
し
て
最
後
の
二
旬
で
「
子
あ
れ
ど
も
金
を
留
め
じ
、
何
ぞ
な
さ
ん
身
後
の
置
ひ
を
」
と
、
子
供
達
に
財
産
を
残
さ
ず
、
死
後
の
こ

中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
ー



一
二

と
ま
で
思
い
煩
う
こ
と
は
す
ま
い
、
と
詠
い
お
さ
め
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
の
一
生
は
、
た
だ
推
移
し
て
ゆ
く
時
間
に
よ
っ
て
の
み
流
れ

て
い
る
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
夫
々
の
人
生
は
統
一
性
を
も
っ
た
も
の
で
も
、
合
理
的
な
も
の
で
も
な
く
、
あ
る
時
に
は
停
滞

し
た
り
、
又
あ
る
時
に
は
何
か
に
よ
っ
て
方
向
を
も
変
え
る
も
の
だ
、
と
い
う
一
種
の
諦
念
に
も
似
た
、
陰
鍵
と
は
ま
た
別
の
「
さ
め
た

眼
」
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
ん
な
彼
が
、
あ
る
時
、
次
の
よ
う
に
詠
う
。

開
歳
條
五
日

吾
生
行
錆
休

念
之
動
中
懐

及
辰
爲
薮
遊

と
し
あ
　
　
　
　
　
た
ち
ま

開
歳
け
て
倭
ち
五
日

　
　
い
の
ち
　
ゆ
く
ゆ

吾
が
生
　
行
く
帰
休
す

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
な
そ
こ
さ
わ

之
を
し
念
へ
ば
中
懐
動
ぎ

と
き辰

に
及
ん
で
葱
の
遊
び
を
な
す

（
遊
斜
川
井
序
）

　
正
月
の
五
日
。
そ
れ
は
ま
だ
誰
も
が
新
し
い
歳
の
喜
び
に
酔
い
し
れ
て
い
る
時
に
、
彼
は
自
分
が
い
づ
れ
は
死
を
迎
え
る
の
だ
、
と
い

う
念
い
に
か
ら
れ
、
そ
の
念
い
に
と
ら
わ
れ
る
と
自
分
自
身
ど
う
し
よ
う
も
な
く
こ
の
斜
川
へ
遊
び
に
き
た
の
だ
、
と
詠
う
淵
明
の
胸
中

に
は
、
は
た
し
て
ど
ん
な
念
い
が
渦
巻
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
実
に
素
直
な
、
人
生
（
死
）
と
対
時
し
て
い
る
陶
淵
明
が
い

る
。　

五
十
歳
の
四
隼
後
、
彼
は
更
に
紀
年
を
詠
み
込
ん
だ
詩
を
、
も
う
一
首
残
し
て
い
る
。
「
怨
詩
楚
調
、
魔
主
簿
遵
⑧
郵
治
中
に
示
す
」

が
そ
れ
で
あ
る
。

天
道
幽
且
遠

鬼
神
荘
昧
然

結
髪
念
善
事

偲
倹
六
九
年

　
　
　
か
す

天
道
は
幽
か
に
し
て
且
つ
遠
く

鬼
神
は
浩
昧
然
た
り

結
髪
よ
り
善
事
を
念
ひ

偶
侮
し
て
六
九
の
年
な
り



　
と
最
初
の
四
旬
で
「
天
道
」
や
「
鬼
神
」
に
つ
い
て
は
よ
く
判
ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
若
い
頃
か
ら
こ
の
五
十
四
歳
ま
で
善
行
に
励
ん
で

き
た
、
と
今
ま
で
の
自
己
の
思
索
を
ふ
り
返
り
っ
㌧
、
そ
の
後
の
句
で
最
初
の
妻
を
亡
く
し
た
こ
と
、
及
び
天
変
地
異
の
理
不
尽
さ
を
詠

う
。
そ
し
て
最
後
の
四
句
で
死
後
の
名
声
な
ど
浮
雲
の
如
し
だ
、
と
言
下
に
否
定
し
て
い
る
。

呼
嵯
身
後
名

干
我
若
浮
煙

懐
慨
濁
悲
歌

鍾
期
信
爲
賢

あ
　
あ

肝
嵯
　
身
後
の
名

　
　
　
お
い

我
れ
に
干
て
は
浮
か
べ
る
煙
の
若
し

懐
慨
し
て
独
り
悲
歌
す

　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

鍾
期
　
信
に
賢
な
り
と
為
す

　
こ
こ
で
淵
明
は
『
論
語
』
述
而
篇
の
「
不
義
に
し
て
富
み
且
っ
貴
き
は
、
我
れ
に
於
て
浮
雲
の
如
し
」
を
ふ
ま
え
て
は
い
る
が
、
儒
家

的
な
範
曉
か
ら
大
き
く
は
み
出
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
六
朝
詩
人
の
中
で
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
こ

と
、
つ
ま
り
彼
の
詩
が
一
般
的
に
は
田
園
詩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
従
来
の
文
学
観
か
ら
は
特
異
な
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
実
は

以
上
見
て
き
た
如
く
、
彼
は
六
朝
詩
人
の
中
で
、
最
も
鋭
く
「
死
」
と
対
時
し
だ
詩
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

矢
氏
も
「
『
死
』
を
主
題
と
し
た
詩
を
作
っ
た
詩
人
と
し
て
は
、
中
国
で
は
最
初
の
人
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
」
と
指
摘
さ
れ
る

が
、
陶
詩
に
は
「
死
」
を
詠
み
こ
ん
だ
詩
が
多
い
。
そ
こ
に
は
自
己
の
年
齢
を
詩
に
詠
み
こ
む
こ
と
で
、
そ
の
時
々
に
自
己
と
「
死
」
と

を
対
時
さ
せ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
念
い
が
あ
り
、
他
の
六
朝
詩
人
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
扱
わ
れ
る

「
死
」
と
は
、
年
齢
を
重
ね
た
り
、
ユ
病
患
な
ど
の
故
に
仕
方
な
く
迎
え
る
「
死
」
に
っ
い
て
で
な
く
、
常
に
「
生
」
の
意
味
を
問
い
っ
㌧

対
時
す
る
「
死
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
内
奥
に
湧
き
出
づ
る
、
い
わ
ば
淵
明
の
魂
の
苦
悶
の
中
か
ら
詩
が

詠
わ
れ
て
い
る
所
に
、
彼
の
詩
の
深
さ
や
広
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
陶
詩
の
精
神
は
、
で
は
唐
代
以
降
、
ど
の
よ
う
に
詩
人
た
ち
に
受
け
っ
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
「
紀
年
」
詩
考
㈲
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
ー

二
二



一
四

三
、
初
盛
唐
期
の

「
紀
年
」
詩

　
ま
ず
、
初
盛
唐
期
の
詩
人
た
ち
の
「
紀
年
」
詩
に
於
て
目
立
つ
特
色
は
、
第
一
に
『
論
語
』
為
政
篇
の
影
響
が
存
外
に
少
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
六
朝
期
の
影
響
が
色
こ
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
三
十
⑧
四
十
等
の
夫
々

の
人
生
の
節
目
で
詠
わ
れ
る
詩
が
、
唐
代
全
体
を
通
じ
て
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
対
し
て
も
奇
妙
な
現
象
で
は
あ
る
。
婁
言
す
れ
ば
、

『
論
語
』
為
政
篇
の
条
に
し
ば
ら
れ
ず
に
詠
わ
れ
る
詩
は
、
中
唐
の
白
居
易
を
待
た
ず
に
詠
わ
れ
始
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
初
盛
唐
期
で
自
己
の
詩
の
中
に
年
齢
を
詠
う
詩
人
は
苓
参
、
杜
甫
の
二
者
に
限
ら
れ
、
殊
に
杜
甫
が
抜
き
ん
で
て
い
る
、
と
い

う
の
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
第
三
に
、
中
唐
以
降
に
現
れ
る
除
夜
と
か
元
旦
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
人
生
に
於
て
誰
も
が
感
ず
る
或
る
種
の

感
慨
の
よ
う
な
場
面
設
定
で
詠
わ
れ
る
詩
は
、
ま
だ
現
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
し
先
取
り
を
し
て
言
う
な
ら
、
宋
代
も
後
半

に
な
る
と
こ
の
傾
向
が
強
ま
り
、
「
紀
年
」
詩
は
誕
生
日
（
生
日
）
か
除
夜
（
除
タ
）
か
元
旦
の
い
づ
れ
か
で
詠
わ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
定

着
す
る
が
、
こ
の
時
期
で
は
ま
だ
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
化
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
、
三
点
の
特
色
は
ご
く
大
雑
把
に
見
て
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
以
下
、
苓
参
、
杜
甫
の
「
紀
年
」
詩
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

　
調
査
に
よ
れ
ば
二
人
の
詩
は
四
十
⑱
五
十
の
夫
々
十
年
毎
の
節
目
の
年
に
「
紀
年
」
詩
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
何
で
も
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
中
唐
以
降
の
詩
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
詠
わ
れ
方
は
極
め
て
特
殊
で
あ
り
、
後
に
は
白
居

易
の
如
く
、
毎
年
詠
う
詩
人
も
現
わ
れ
、
そ
れ
が
一
般
的
な
傾
向
に
な
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
も
六
朝
期
と
同
じ
く
『
論
語
』
の

影
響
か
ら
脱
却
し
つ
㌧
「
紀
年
」
を
詠
う
と
い
う
独
自
の
姿
勢
が
強
く
な
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
次

の
琴
参
（
七
一
五
？
1
七
七
〇
）
の
詩
は
四
十
歳
を
詠
っ
て
は
い
る
が
、
『
論
語
』
の
意
識
は
極
め
て
薄
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

雁
塞
通
臨
皿
澤

龍
堆
接
酷
溝

狐
城
天
北
畔

雁
塞
は
塩
沢
に
通
じ

竜
堆
は
酷
溝
に
接
す

　
　
　
　
　
　
ほ
と
り

狐
城
　
天
北
の
畔



絶
域
海
西
頭

秋
雪
春
侃
下

朝
風
夜
不
休

可
知
年
四
十

猶
自
未
封
侯

　
　
　
　
　
ほ
と
り

絶
域
　
海
西
の
頭

　
　
　
　
　
な
　
　
　
ふ

秋
雪
は
春
に
侃
ほ
下
り

　
　
　
　
　
や

朝
風
は
夜
も
休
ま
ず

知
る
べ
し
　
年
四
十
な
る
も

な
　
ほ

猶
自
未
だ
侯
に
封
ぜ
ら
れ
ざ
る
を

（
北
庭
作
）

　
詩
題
に
あ
る
「
北
庭
」
と
は
「
北
庭
都
護
府
」
を
指
し
、
そ
こ
は
現
在
の
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
適
化
県
に
あ
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
彼

が
こ
の
地
方
に
赴
任
し
て
い
た
時
の
作
。
長
安
を
遠
く
離
れ
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
全
て
が
未
知
の
異
郷
の
風
土
の
中
で
、
自
己
自
身
の

騎
甲
斐
な
さ
を
嘆
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
雁
塞
（
庭
州
地
方
か
、
不
明
）
、
塩
沢
（
蒲
昌
海
）
、
龍
堆
（
白
龍
堆
砂
漢
）
、
酷
溝
（
酸
水
）

と
、
当
時
の
長
安
の
人
々
が
見
聞
き
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
名
を
大
胆
に
詩
中
に
使
用
す
る
こ
と
で
、
異
郷
に
あ
る
自
分
を
納
得
さ
せ
、

中
の
四
句
で
た
ぐ
な
ら
ぬ
自
然
や
孤
絶
し
た
北
庭
地
方
を
詠
う
。
最
後
の
二
旬
は
最
初
の
二
旬
と
対
応
し
な
が
ら
、
四
十
歳
に
も
な
っ
て

出
世
で
き
な
い
自
分
を
潮
笑
す
る
こ
と
で
己
自
身
を
な
ぐ
さ
め
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
。
実
際
に
峯
参
が
こ
の
詩
を
四
十
歳
（
と
す
れ
ば

卒
年
か
ら
推
定
し
て
天
賓
十
四
年
（
七
五
五
）
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
の
時
に
作
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
論
語
』
で
い
う
「
不
惑
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ぎ

年
と
い
う
意
識
よ
り
も
、
人
生
も
半
ば
に
近
づ
い
た
自
分
の
腋
甲
斐
な
さ
の
方
が
、
彼
の
頭
の
中
を
過
っ
た
関
心
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
彼
は
当
時
、
安
西
節
度
使
の
下
で
北
庭
節
度
判
官
と
い
う
官
職
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
都
長
安
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
郷
に
在
っ
た
と
は

言
え
、
決
し
て
低
い
官
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
今
、
そ
の
こ
と
は
こ
れ
以
上
深
入
り
せ
ず
、
琴
参
と
い
う
詩
人
が
『
論
証
巴

の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
ず
に
「
紀
年
」
詩
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
杜
甫
（
七
二
丁
七
七
〇
）
は
唐
代
全
体
の
中
で
も
白
居
易
に
継
ぐ
「
紀
年
」
詩
作
家
で
も
あ
る
が
、
五
十
歳
の
時
の
作
で
、
以
下
の

如
く
詠
う
。

H
百
年
已
過
半
　
百
年
已
に
半
ば
を
過
ぎ

中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
1

一
五



　
秋
至
鱒
鱗
寒
　
秋
至
り
て
鱗
寒
に
転
ず
　
　
　
（
因
崔
五
侍
御
寄
高
彰
州
適
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
あ

○
百
年
嵯
已
半
　
百
年
　
嵯
已
に
半
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
ぴ
す

　
四
坐
敢
鮮
喧
　
四
坐
敢
へ
て
喧
し
き
を
辞
せ
ん
や
　
　
　
（
贈
虞
十
五
司
馬
）

目
平
生
濁
往
願
　
平
生
　
独
往
の
願

　
凋
帳
年
半
百
　
凋
帳
と
し
て
年
半
百
な
り
　
　
　
（
立
秋
後
題
）

㈲
相
看
過
半
百
　
相
ひ
看
る
に
半
百
を
過
ぎ
る
も

　
不
寄
一
行
書
　
一
行
の
書
も
寄
せ
ず
　
　
　
（
寄
高
三
十
五
蒼
事
適
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

㈲
百
年
秋
已
半
　
百
年
秋
已
に
半
ば
に

　
九
日
意
兼
悲
　
九
日
　
意
は
悲
を
兼
ぬ
　
　
　
（
九
日
曲
江
）

内
五
十
白
頭
翁
　
五
十
白
頭
の
翁

　
南
北
逃
世
難
　
南
北
に
世
の
難
を
逃
る
　
　
　
（
逃
難
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ま

㈹
印
今
倭
忽
已
五
十
　
即
今
條
忽
と
し
て
已
に
五
十

　
坐
臥
只
多
少
行
立
　
坐
臥
す
る
こ
と
只
だ
多
く
行
立
少
し
　
　
　
　
（
百
憂
集
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

㈹
年
過
半
百
不
構
意
隼
は
半
百
を
過
ぐ
も
意
に
称
は
ず

一
六



明
日
看
雲
還
杖
嚢

　
　
　
　
　
み
　
ま

明
日
も
雲
を
看
還
た
嚢
を
杖
つ
か
む

（
暮
蠕
）

　
H
か
ら
㈹
ま
で
、
い
づ
れ
も
五
十
歳
な
い
し
は
五
十
歳
前
後
の
作
と
み
て
よ
い
が
、
こ
れ
ら
の
詩
旬
を
み
れ
ば
、
後
に
確
立
す
る
か
の

観
が
あ
る
生
日
⑳
晦
日
⑧
元
旦
と
い
う
誰
も
が
己
の
年
齢
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
日
に
、
杜
甫
は
作
詩
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

っ
ま
り
六
朝
以
来
の
云
統
が
杜
甫
の
詩
に
っ
い
て
も
言
え
、
前
述
し
た
よ
う
な
三
条
件
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
第
二
に
、

杜
甫
に
お
け
る
「
紀
年
」
詩
の
特
色
は
、
年
齢
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
次
第
に
年
を
と
り
、
老
い
へ
と
向
う
こ
と
に
対
す
る
悲
嘆
を
直
接

詠
う
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
已
を
と
り
ま
く
情
況
を
詠
う
中
で
、
ハ
タ
と
自
分
の
年
齢
に
思
い
至
る
と
い
う
、
い
わ
ば
年
齢
そ
の
も
の

を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
正
面
か
ら
詠
う
タ
ィ
プ
の
詩
人
で
は
な
い
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
塑
言
す
れ
ば
、
日
々
老
い
て
ゆ
く
人

生
に
対
し
て
如
何
に
年
齢
や
老
い
を
克
服
す
べ
き
か
、
な
ど
と
大
上
段
に
か
ま
え
ず
、
自
己
を
と
り
ま
く
微
細
な
事
柄
の
中
に
、
さ
り
げ

な
く
年
齢
を
詠
み
込
む
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
目
で
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

日
月
不
相
饒

節
序
昨
夜
隔

玄
揮
無
停
號

秋
燕
已
如
客

平
生
濁
往
願

凋
帳
年
半
百

罷
官
亦
由
人

何
事
拘
形
役

　
　
　
　
ゆ
る
や

日
月
は
相
ひ
饒
か
な
ら
ず

節
序
は
昨
夜
に
て
隔
た
る

玄
蝉
は
停
号
な
く
・

秋
燕
は
已
に
客
の
如
し

平
生
　
独
往
の
願

燭
長
と
し
て
隼
半
百
な
り

　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

官
を
罷
む
る
は
亦
た
人
に
由
る

何
事
ぞ
形
役
に
拘
ら
む

こ
の
詩
で
は
、

ま
ず
詠
わ
れ
る
の
は
人
間
を
と
り
ま
く
秩
序
と
し
て
の
「
日
月
」

で
あ
り
「
節
序
」
で
あ
る
。

続
い
て
「
玄
蝉
」

や

中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
ー

一
七



一
八

「
秋
燕
」
も
よ
り
人
間
に
近
い
存
在
と
し
て
点
描
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
前
半
に
点
描
さ
れ
た
、
人
間
を
と
り
ま
く
も
の
に
触
発
さ
れ
て

自
己
の
年
齢
を
省
み
た
時
、
杜
甫
は
五
十
歳
に
近
く
な
っ
た
自
分
に
思
い
を
致
す
の
で
あ
る
。
㈲
で
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。

憶
年
十
五
心
尚
弦

健
如
黄
憤
走
復
來

庭
前
八
月
梨
嚢
熟

一
日
上
樹
能
千
回

即
今
條
忽
已
五
十

坐
臥
只
多
少
行
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ど
も

憶
ふ
年
十
五
の
と
き
心
は
尚
ほ
弦

健
な
る
こ
と
黄
憤
の
如
く
走
り
ま
た
来
る

　
　
　
　
　
　
　
　
，
つ

庭
前
　
八
月
　
梨
嚢
熟
れ

一
日
樹
に
上
が
る
こ
と
能
く
千
回
な
り

い
　
ま

即
今
條
忽
と
し
て
已
に
五
十

坐
臥
す
る
こ
と
只
だ
多
く
行
立
少
し

　
前
半
の
四
旬
は
王
篶
の
詩
、
行
路
難
の
句
「
千
門
皆
閉
夜
何
央
、
百
憂
倶
集
鰯
人
腸
」
に
触
発
さ
れ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず

若
い
少
年
の
時
の
自
分
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
描
き
、
続
く
二
旬
で
五
十
に
も
な
っ
て
坐
臥
す
る
の
み
の
自
己
を
詠
う
。
清
⑧
施
鴻

保
の
『
讃
杜
詩
説
』
に
よ
れ
ば
、
下
句
で
「
入
門
依
蕾
四
壁
空
」
と
い
っ
て
い
る
は
、
厳
武
の
幕
中
に
い
な
が
ら
同
僚
と
合
わ
ず
、
草
堂

に
帰
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
は
広
徳
二
年
杜
甫
五
士
二
歳
の
作
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
黄
鶴
説
で
は
上
元
二
年
杜
甫

五
十
歳
の
作
と
し
て
い
る
。
い
ま
引
用
し
た
「
即
今
倭
忽
已
五
十
」
の
句
か
ら
推
測
し
て
も
、
多
分
五
十
歳
の
時
の
も
の
と
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
い
ま
、
二
詩
を
挙
げ
て
杜
甫
が
年
齢
を
詩
中
に
詠
む
場
合
、
従
来
の
『
論
語
』
の
影
響
の
少
な
い
こ
と
を
述
べ
、
併
せ
て
年
齢
を
正
面

か
ら
詠
ま
ず
に
、
自
己
を
と
り
ま
く
微
細
な
諸
現
象
か
ら
、
年
齢
に
も
思
い
を
致
す
と
い
っ
た
タ
ィ
プ
の
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
し

か
し
彼
に
も
い
き
な
り
年
齢
を
正
面
に
す
え
て
詠
う
詩
が
無
い
訳
で
は
な
い
。
H
や
内
が
そ
れ
で
あ
る
。



百
年
已
過
半

秋
至
轄
鱗
寒

爲
問
彰
州
牧

何
時
救
急
難

百
年
已
に
半
ば
を
過
ぎ

秋
に
至
り
て
鱗
寒
に
転
ず

為
に
問
ふ
　
彰
州
の
牧
に

何
れ
の
時
に
か
急
難
を
救
は
ん

　
右
の
詩
は
高
適
に
与
え
た
詩
で
、
清
の
浦
起
龍
に
よ
れ
ば
、
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
秋
七
月
、
杜
甫
四
十
九
歳
の
作
と
す
る
。
浦
起
龍

に
よ
れ
ば
「
公
蜀
に
入
り
て
後
、
生
計
は
全
て
（
他
）
人
に
資
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
杜
甫
は
困
窮
な
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
よ
う
高
適

に
訴
え
て
い
て
、
安
閑
と
し
た
生
活
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
二
人
の
間
に
は
コ
父
情
老
更
親
」
（
奉
簡
高
三
十
五
使
君
）
と
あ
る
よ
う

な
、
他
人
か
ら
は
測
り
知
れ
な
い
、
二
人
に
の
み
わ
か
る
「
交
情
」
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
杜
甫
の

年
齢
表
現
の
措
辞
で
あ
る
。
い
ま
み
た
H
の
詩
で
は
「
百
年
已
半
」
で
あ
る
が
、
H
か
ら
㈹
ま
で
の
詩
で
「
半
百
」
三
例
、
「
百
年
已
半
」

三
例
と
、
五
十
歳
を
言
う
の
に
、
文
字
通
り
「
五
十
」
を
使
用
し
て
い
る
の
は
二
例
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
詩
人
た
ち
、
韓
愈
、
白
居
易
、

李
諒
、
張
祐
、
杜
牧
、
司
空
圖
と
い
っ
た
唐
代
の
詩
人
た
ち
が
、
直
接
「
五
十
」
と
い
う
措
辞
を
詩
中
に
使
用
す
る
の
に
対
し
、
杜
甫
は

八
例
中
「
五
十
」
と
い
う
の
は
二
例
の
み
と
、
他
の
詩
人
達
と
際
立
っ
た
対
照
を
見
せ
て
い
る
。
勿
論
、
平
灰
の
関
係
か
ら
「
半
百
」
な

り
「
百
年
已
半
」
を
使
用
し
た
と
も
言
え
る
が
、
唐
代
の
詩
人
達
の
中
で
五
十
歳
を
い
う
場
合
、
百
歳
の
半
ば
と
い
う
か
、
直
接
五
十
と

表
現
す
る
か
は
、
語
感
の
問
題
と
も
関
連
し
て
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
「
百
年
已
半
」
な
い
し
「
半
百
」
の
表
現
を
す
る
の
は
章
荘
、
咬

然
、
方
干
の
み
で
、
あ
と
は
「
四
十
九
年
非
」
と
い
う
、
か
の
蓬
伯
玉
の
故
事
に
ち
な
む
措
辞
も
あ
る
が
、
他
は
全
て
「
五
十
」
と
い
う

　
　
　
　
（
8
）

表
現
を
と
る
。

　
考
え
る
に
、
杜
甫
は
「
半
百
」
な
り
「
百
年
已
半
」
な
り
の
措
辞
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
文
字
通
り
五
十
歳
と
い
う
年
齢
を
表
現
し
た

か
っ
た
の
で
は
な
く
、
五
十
歳
の
時
に
は
「
五
十
」
と
言
い
、
五
十
歳
に
近
い
か
、
少
し
過
ぎ
た
年
齢
で
は
「
半
百
」
な
り
「
百
年
已
半
」

と
い
う
表
現
で
厳
密
に
区
別
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
H
、
目
、
㈲
は
夫
々
、
四
十
九
、
四
十
八
、
四
十
七
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
、
⇔
、
㈲
、
㈹
は
夫
々
、
五
十
七
、
四
十
二
、
五
十
七
と
、
い
づ
れ
も
「
五
十
」
歳
の
時
の
作
で
は
な
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
白
居
易
詩

中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
　
1
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
1

一
九



二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
㊧

の
場
合
と
比
べ
て
際
立
っ
た
厳
密
さ
と
言
え
よ
う
。
白
居
易
は
「
寄
山
僧
」
で
「
眼
看
過
半
百
、
早
晩
掃
巖
扉
」
と
「
半
百
」
の
措
辞
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

使
い
五
十
歳
の
時
の
作
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
伸
夏
齋
戒
月
」
詩
で
「
我
今
過
半
頁
氣
衰
神
不
全
」
で
は
五
十
三
歳
を
指
す
場
合
も
あ

る
よ
う
に
、
杜
詩
に
比
べ
て
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
。
こ
こ
に
も
杜
甫
の
細
や
か
な
配
慮
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
杜
詩
で
更
に
一
つ
注
目
す
べ
き
事
柄
が
存
在
す
る
。
彼
は
「
人
生
七
十
古
來
稀
」
（
曲
江
二
首
、
其
二
）
と
い
う
有
名
な
旬
を
残
し
て

い
る
が
、
こ
の
「
古
稀
」
の
典
故
と
な
っ
た
句
は
、
ど
う
や
ら
当
時
の
諺
の
よ
う
な
も
の
を
杜
甫
が
自
分
の
詩
で
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、

多
く
の
詩
人
の
慣
用
旬
に
な
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
白
居
易
は
中
唐
の
詩
人
で
あ
る
が
、
彼
の
詩
の
中
に
次
の
よ
う
な
句
が
存
在
す
る
。

古
人
亦
有
言

浮
世
七
十
稀

古
人
に
亦
た
言
あ
り

浮
世
　
七
十
稀
な
り

（
覧
鏡
喜
老
）

奮
語
相
樽
柳
自
慰

世
間
七
十
老
人
稀

旧
語
に
相
ひ
伝
ふ
柳
か
自
ら
慰
む

世
間
　
七
十
　
老
人
稀
な
り

（
感
秋
詠
意
）

　
勿
論
、
白
居
易
は
杜
甫
よ
り
も
後
人
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
「
古
人
」
も
杜
甫
そ
の
人
を
指
す
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
「
旧

語
に
相
ひ
伝
ふ
」
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
古
来
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
し
、

次
の
宋
代
文
螢
『
玉
壷
清
話
』
で
は
、
明
確
に
「
諺
に
謂
は
く
」
と
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。

　
梁
王
徐
知
誇
は
温
の
少
子
な
り
。
…
…
平
日
嘗
て
親
し
き
所
に
謂
ひ
て
日
は
く
、

と
。
（
『
玉
壷
清
話
』
巻
第
九
　
李
先
主
榑
）

諺
に
謂
は
く
「
人
生
百
歳
、

七
十
な
る
者
稀
な
り
」



　
右
の
話
柄
も
、
唐
代
よ
り
も
後
代
の
も
の
、
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
杜
甫
の
生
き
た
盛
唐
期
に
も
諺
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ

を
杜
甫
が
詩
中
で
使
用
し
た
と
見
る
方
が
、
よ
り
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
六
朝
期
か
ら
盛
唐
期
ま
で
の
「
紀
年
」
詩
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
に
つ
い
て
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
唐

代
の
「
紀
年
」
詩
は
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
他
の
問
題
に
っ
い
て
も
論
究
し
た
い
。

註

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

『
人
生
を
い
か
に
生
き
る
か
」
下
（
林
語
堂
著
　
阪
本
勝
訳
　
講
談
社
学
術
文
庫
5
2
頁
1
5
3
頁
）
。

索
引
類
で
検
索
す
る
と
以
下
の
詩
に
は
全
く
現
わ
れ
な
い
。
『
斉
詩
』
『
北
齊
詩
』
『
北
魏
詩
』
『
陳
詩
」
。

第
；
早
を
書
く
に
当
り
参
考
と
し
た
も
の
に
、
鈴
木
修
次
著
『
中
国
文
学
と
日
本
文
学
』
九
「
無
常
」
考
（
東
京
書
籍
、

長
谷
川
滋
成
著
『
詩
語
の
発
想
1
「
人
生
」
表
現
の
場
合
1
』
（
『
汲
古
』
第
1
7
号
）
。

中
国
「
紀
年
」
詩
考
ω
（
鳥
取
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
（
人
文
⑧
社
会
科
学
）
）
第
4
2
巻
第
2
号
。

註
（
4
）
に
同
じ
。

斯
波
六
郎
著
『
陶
淵
明
詩
講
注
』
（
東
門
書
房
　
昭
和
二
十
六
年
）
二
〇
六
頁
。

入
矢
義
高
著
『
空
花
集
』
（
思
文
閣
出
版
　
平
成
四
年
）
一
〇
頁
。

白
居
易
詩
以
外
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、

酸
寒
藻
陽
尉
、
五
十
幾
何
毫
（
韓
愈
　
薦
士
）

首
開
三
百
六
旬
日
、
新
知
四
十
九
年
非
（
李
諒
　
蘇
州
元
日
郡
齋
…
）

笑
向
春
風
初
五
十
、
敢
見
知
命
且
知
非
（
杜
牧
　
歳
旦
朝
回
口
號
）

閲
身
事
少
只
題
詩
、
五
十
今
來
賢
陸
衰
（
司
空
圃
　
五
十
）

新
年
遇
半
百
、
猜
歎
未
休
兵
（
章
荘
　
鍾
白
）

非
通
非
介
人
、
誰
論
四
十
九
（
黄
稻
　
魯
言
）

昭
和
五
士
二
年
）
及
び
、

中
国
「
紀
年
」
詩
考
何
　
－
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
1

二
一



二
二

（
9
）

（
1
0
）

人
生
百
年
我
過
半
、
天
生
才
定
不
可
換

修
持
百
法
過
半
百
、
日
往
月
來
心
更
堅

仇
兆
驚
『
杜
少
陵
集
詳
註
』
に
よ
る
。

朱
金
域
『
白
居
易
集
菱
校
』
に
よ
る
。

方咬
干然

魯
言
）

題
麹
山
穆
上
人
院
）


