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（
六
一
） 

李
賀
と
李
商
隠
―
―
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
考
察 

 

塚
本
嘉
壽  

 

一
．
は
じ
め
に 

 
 

 

か
つ
て
宮
本
(1)
は
創
造
活
動
を
、
そ
の
主
体
の
近
親
者
な
い
し
近
縁
な
人
々
の

精
神
疾
患
や
彼
ら
と
の
葛
藤
と
の
関
連
で
解
明
す
る
研
究
を
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ

ィ
ー
と
名
づ
け
、
自
ら
高
村
光
太
郎
と
智
恵
子
、
ロ
ダ
ン
と
カ
ミ
ー
ユ
・
ク
ロ
ー

デ
ル
な
ど
の
例
で
そ
れ
を
試
み
た
。
加
藤
(2)
は
さ
ら
に
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー

の
概
念
を
拡
張
し
、
そ
れ
が
家
族
や
近
縁
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
思

想
的
系
譜
関
係
に
お
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
病
理
性
を
も

っ
た
天
才
的
創
造
者
の
思
想
が
後
に
神
経
症
圏
に
あ
る
人
間
に
多
大
な
影
響
を
及

ぼ
し
、
そ
の
創
造
性
を
開
花
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
後
者
の
創
造

性
は
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
に
解
明
さ
れ
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
な
お
こ

こ
で
言
わ
れ
る
「
神
経
症
圏
」
と
は
ラ
カ
ン
派
に
特
有
の
表
現
で
あ
り
、
通
常
の

意
味
で
は
「
正
常
圏
」
を
指
し
て
い
る
）
。
か
つ
て
ラ
カ
ン
(3)
は
精
神
医
学
者
が

患
者
の
言
葉
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
あ
り
さ
ま
を
さ
し
て
、
彼
ら
を
「
狂
者
の
秘

書
」(

secrétaire des aliénés)

と
呼
ん
だ
が
、
加
藤
は
こ
の
表
現
を
か
り
て
、
先

行
す
る
、
病
理
性
を
も
っ
た
創
造
者
の
影
響
を
受
け
た
後
続
の
創
造
者
を
、
彼
ら

の
秘
書
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
あ
る
い
は
ル
ソ
ー
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
と
カ
ン
ト
な
ど
の
ケ
ー
ス
を
、
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
の

視
点
か
ら
解
明
し
て
い
る
。 

 

李
商
隠
は
李
賀
を
敬
愛
し
、「
李
長
吉
小
傳
」
を
書
き
、「
効
長
吉
」
な
る
詩
を

作
り
、「
房
中
曲
」「
無
愁
果
有
愁
曲 

北
齊
歌
」「
燕
臺
詩
」
な
ど
、
李
賀
の
影
響

が
看
取
さ
れ
る
古
詩
や
楽
府
を
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
大
観
的
に
み
て
、
両
者
の

資
質
や
詩
境
は
か
な
り
異
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
両
者
の
両
義

的
関
係
を
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。 

 

二
．
李
賀
に
つ
い
て
(4)

(5)

(6) 

  

李
賀
は
貞
元
七
年
（
西
暦
七
九
一
年
）、
河
南
の
福
昌
県
（
現
在
、
宜
陽
）
昌
谷

に
生
ま
れ
た
。
父
晉
肅
は
昌
谷
の
小
地
主
で
あ
り
、
辺
境
の
小
役
人
（
辺
上
従
事
）

を
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
杜
甫
が
詩
題
で
「
李
二
十
九
弟
晉
肅
」
と
呼
ん
で
い

る
の
で
、
杜
甫
と
血
縁
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
杜
甫
が
没
し
て
二

十
年
後
に
生
ま
れ
た
李
賀
自
身
は
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
自
ら
を
「
唐
諸
王
孫

李
長
吉
」
と
称
し
、
唐
の
皇
帝
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
本
気
で

あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
何
ら
か
の
利
益
が
も
た
ら

 

＊
つ
か
も
と
・
よ
し
ひ
さ 
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（
六
二
） 

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
幼
時
か
ら
詩
才
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
元
和
二

年
（
八
〇
七
年
）、
十
七
歳
の
と
き
詩
集
を
携
え
て
、
洛
陽
に
国
子
監
の
権
知
国
子

博
士
韓
愈
を
訪
ね
た
。
韓
愈
は
疲
れ
て
い
た
が
、
そ
の
巻
頭
の
「
雁
門
大
守
行
」

と
い
う
詩
を
見
て
ひ
ど
く
感
心
し
、
す
ぐ
に
面
会
に
応
じ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
三
年
後
、
李
賀
二
十
歳
の
と
き
、
韓
愈
は
河
南
令
に
な
り
、
李
賀
に
河
南
府

試
を
受
験
さ
せ
た
。
彼
は
合
格
し
、
韓
愈
の
推
薦
で
進
士
を
受
験
す
る
た
め
に
長

安
に
赴
い
た
。
し
か
し
父
晉
肅
の
「
晉
」
と
進
士
の
「
進
」
と
が
同
音
で
あ
る
た

め
、
進
士
受
験
は
父
の
諱
（
い
み
な
）
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
周
囲
か
ら
指
摘
さ

れ
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
失
意
の
う
ち
に
昌
谷
に
帰
っ
た
が
、

翌
年
再
び
長
安
に
出
て
、
太
常
寺
奉
礼
郎
と
い
う
祭
祀
典
礼
を
つ
か
さ
ど
る
官
庁

の
微
官
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
元
和
八
年
（
八
一
三
年
、
李
賀
二
二
歳
）、

病
を
得
て
昌
谷
に
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
再
び
長
安
に
出
て
は
昌
谷
に
戻
り
、
つ
い

で
友
人
張
徹
を
た
よ
っ
て
潞
州
（
現
在
の
山
西
省
長
治
県
）
に
行
き
、
二
年
ほ
ど

滞
在
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
種
の
就
職
運
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
元
和

一
一
年
（
八
一
六
年
）
昌
谷
に
帰
り
、
翌
年
、
母
の
鄭
氏
に
看
と
ら
れ
な
が
ら
病

没
し
た
。 

 

李
商
隠
は
「
李
長
吉
小
傳
」
で
、
李
賀
が
没
す
る
時
の
不
思
議
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
記
し
て
い
る
。
そ
の
臨
終
の
床
に
緋
衣
の
人
が
赤
虬
に
乗
っ
て
現
れ
、「
帝
成
白

玉
樓
、
立
召
君
爲
記
。
天
上
差
樂
、
不
苦
也
。」（
天
帝
が
白
玉
樓
を
完
成
さ
れ
た

の
で
、
お
前
を
召
し
出
し
て
そ
の
記
を
作
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
天
上
は
楽

し
い
の
で
苦
し
い
こ
と
は
な
い
。）
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
李
商
隠
は
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
李
賀
の
姉
か
ら
聞
い
た
と
書
い
て
お
り
、
斉
藤
の
推
定
で
は
、
こ

の
姉
の
夫
は
王
参
元
か
王
恭
元
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
李
商
隠
は
王
家
の
当
主
で
あ

る
王
茂
元
の
娘
を
妻
と
し
て
お
り
、
両
者
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
李
商
隠
が
生
ま
れ
た
の
は
李
賀
が
満
二
二
歳
の
時
で
あ
り
、
無
論
、
両
者

に
直
接
の
交
流
は
な
い
。
李
商
隠
は
、
李
賀
の
姉
は
作
り
事
を
言
う
よ
う
な
人
で

は
な
い
、
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
て
い
る
が
、
彼
自
身
、
本
気
で
こ
の
よ
う
な
出

来
事
を
信
じ
て
い
た
の
か
、
李
賀
に
対
す
る
敬
愛
の
念
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
の
か
、
筆
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
李
賀
に
対
す
る
強
い
思
い

入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

  

李
賀
の
言
語
表
現
は
極
め
て
特
異
で
あ
る
。
彼
が
華
麗
な
、
あ
る
い
は
少
々
ど

ぎ
つ
い
色
彩
語
を
好
ん
だ
こ
と
は
詩
集
を
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
紅
、
朱
、

黒
、
金
、
黄
、
紫
、
緑
、
青
、
碧
、
藍
、
臙
脂
等
々
。
他
方
で
荒
井
は
時
に
こ
う

し
た
色
彩
が
突
然
に
欠
落
し
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

  
 

秋
野
明 

 
 

秋
風
白 

（
「
南
山
田
中
行
」） 

 

白
と
は
白
い
こ
と
で
は
な
く
、
色
彩
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
さ
れ
る
。

「
將
發
」
で
も
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
（「
秋
白
遙
遙
空
」）、
荒
井
は
そ
れ

を
李
賀
の
激
し
い
虚
無
感
の
流
露
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。「
野
色
浩
無
主 

秋
明

空
曠
間
」（「
送
韋
仁
實
兄
弟
入
關
」）
、「
薊
門
白
于
水
」（「
塞
下
曲
」）
と
い
っ
た

詩
句
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
同
書
の
小
川
環
樹
の
跋
で
は
、

李
賀
が
「
湿
、
濃
、
膩
、
凝
」
な
ど
の
文
字
を
愛
用
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
は
陰
鬱



 

（
六
三
） 

さ
、
濃
密
度
、
粘
着
性
な
ど
へ
の
彼
の
嗜
好
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。 

 

二
字
以
上
を
つ
ら
ね
た
単
語
に
も
奇
異
な
表
現
が
多
い
。
荒
井
は
「
濕
景
、
國

路
、
旁
古
、
塡

」、
小
川
は
「
濃
笑
、
膩
葉
」
な
ど
を
見
な
れ
ぬ
用
法
の
例
と
し

て
あ
げ
て
い
る
が
、
他
に
た
と
え
ば
「
露
瞼
、
泉
脚
、
空
光
、
洞
曲
、
浮
媚
、
衰

偶
、
光
秋
、
笑
眼
、
殘
貴
、
争
次
、
陰
悴
、
丹
漬
、
閑
乘
、
啼
肌
、
黒
肥
」
等
々
、

多
く
の
わ
か
り
に
く
い
単
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
誤
植
誤
伝
の
表
記
も
含
ま
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
奇
妙
な
単
語
に
は
造
語
症(N

eo
logism

)

を
想
起
さ
せ
る
特
徴
が
あ
る
。
造
語
症
と
は
主
と
し
て
統
合
失
調
症
者
が
存
在
し

な
い
言
葉
や
文
字
を
作
っ
て
し
ま
う
症
状
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
漢
字
の
造
語

症
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
(7)
、
そ
こ
で
は
新
奇
な
文
字
の
新
作
と
は
別

に
、「
生
眠
、
講
道
、
運
工
、
縮
生
、
積
書
」
な
ど
、
多
く
の
奇
妙
な
熟
語
が
用
い

ら
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
「
生
眠
」
と
は
他
者
に
妨
げ
ら
れ
ず
に
生
命
力
を
回
復

で
き
る
よ
う
な
睡
眠
の
意
で
あ
り
、「
縮
生
」
と
は
睡
眠
中
に
物
を
盗
ま
れ
な
い
た

め
の
あ
る
所
作
で
あ
り
、「
積
書
」
と
は
彼
に
特
有
の
解
釈
が
な
さ
れ
た
辞
書
を
指

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
多
少
な
り
と
も
彼
ら
の
妄
想
に
関
連
し
て
い
た
が
、
そ
の

意
味
は
説
明
を
受
け
な
く
と
も
何
と
な
く
了
解
で
き
る
も
の
か
ら
、
説
明
を
受
け

て
も
納
得
し
に
く
い
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。 

 

李
賀
が
用
い
る
単
語
の
例
、
た
と
え
ば
「
濕
景
」。 

  
 

南
宮
古
簾
暗 

 
 

濕
景
傳
籤
籌 

（
「
崇
義
里
滯
雨
」） 

南
宮
と
は
尚
書
省
で
あ
り
、
籤
籌
と
は
そ
こ
か
ら
響
く
時
報
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

「
濕
景
」
と
い
う
表
現
の
「
景
」
と
は
景
色
の
こ
と
か
、
日
射
し
の
こ
と
な
の
か
。

荒
井
は
「
長
雨
に
し
め
っ
た
日
光
」
を
指
す
と
言
い
、
斉
藤
は
「
雨
の
あ
い
に
洩

れ
る
し
め
っ
た
日
光
」
と
言
う
。
湿
っ
た
日
光
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
湿
っ
て
い

る
の
は
周
囲
の
大
気
や
事
物
で
あ
っ
て
日
光
で
は
な
か
ろ
う
。
と
は
い
え
長
雨
の

あ
い
ま
に
射
す
弱
々
し
い
日
光
が
湿
り
気
と
い
う
感
覚
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は

理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
そ
こ
に
は
じ
め
じ
め
し
た
陰
鬱
な
外
界
と
、
同
様
な
心

境
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
じ
っ
と
り
と
湿
気
を
含

ん
だ
日
光
を
表
わ
す
「
濕
景
」
と
い
う
造
語
が
創
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

錦
牀
曉
臥
玉
肌
冷 

 
 

露
瞼
未
開
對
朝
瞑 

（
「
河
南
府
試
十
二
月
樂
詞 

正
月
」） 

 

「
露
瞼
」
に
つ
い
て
荒
井
は
「
朝
露
に
ぬ
れ
た
よ
う
に
冷
た
く
し
っ
と
り
と
し
た

ま
ぶ
た
」
と
解
し
、
斉
藤
も
「
露
を
含
ん
だ
ま
ぶ
た
」
と
解
し
て
い
る
。
涙
を
含

ん
だ
ま
ぶ
た
、
と
か
、
涙
痕
の
残
る
ま
ぶ
た
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
理
解
で
き
な

く
も
な
い
が
、
涙
は
瞼
か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
上
に
止
ま
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
露
を
涙
と
解
し
て
も
や
は
り
お
か
し
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
語
も

一
種
の
造
語
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
冷
た
く
透
明
で
、
初
々

し
い
美
し
さ
を
も
っ
た
瞼
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

麻
衣
黒
肥
衝
北
風 



 

（
六
四
） 

 
 

帶
酒
日
晩
歌
田
中 

（
「
野
歌
」） 

 

麻
衣
と
は
挙
子
（
官
吏
採
用
試
験
志
願
者
）
の
常
用
衣
で
あ
り
、
黒
肥
と
は
そ
れ

に
垢
が
多
量
に
付
着
し
て
厚
く
な
っ
た
状
態
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
極
め
て
誇
大

な
表
現
で
あ
る
。
あ
る
い
は
誤
記
か
、
他
の
意
味
を
も
つ
単
語
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
異
様
な
表
現
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。 

 

荒
井
は
こ
う
し
た
新
し
い
熟
語
と
は
別
に
、
李
賀
が
「
代
用
語
」
を
愛
用
し
て

い
る
と
指
摘
し
、
酒
を
「
琥
珀
」、
秋
の
花
を
「
冷
紅
」、
な
つ
め
の
実
を
「
垂
朱
」

な
ど
と
言
う
例
を
あ
げ
て
い
る
。「
琥
珀
」
と
は
酒
の
色
彩
の
み
を
抽
出
し
た
表
現

で
あ
り
、「
垂
朱
」
と
は
棗
の
色
彩
と
木
か
ら
生
え
て
い
る
形
状
を
強
調
し
た
表
現

で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
ら
の
表
現
に
み
ら
れ
る
の
は
、
心
理
学
者
の
言
う
本
質
属
性

(
W

esen
seigen

sch
aft)

の
突
出
と
い
う
現
象
で
あ
ろ
う
(8)
。
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
表
現
属
性(A

u
sdru

ckseigen
sch

aft)

の
一
者
の
み
が
抽
出
さ
れ
、
過
大
な
一
種

の
象
徴
的
意
味
が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
全
体
属
性(

G
anzeigen

sch
aft)

へ
と
拡
大

さ
れ
る
。
そ
れ
は
妄
想
知
覚
と
い
う
病
理
体
験
に
お
い
て

も
顕
著
に
現
れ
る
現

象
で
あ
る
が
、
無
論
、
正
常
者
の
知
覚
に
も
伴
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
は
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
見
る
と
、
「
直
喩
」(S

im
ile)

に
近
い
表
現
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
直
喩
は
あ
る
事
物
を
別
の
類
似
し
た
事
物
に
「
・
・
・

の
よ
う
だ
」
と
直
接
的
に
喩
え
、
隠
喩
は
そ
の
「
・
・
・
よ
う
だ
」
を
省
略
し
た

形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
隠
喩
は
縮
約
さ
れ
た
直
喩
で
あ
る
）。
し
か
し
佐

藤
(9)
は
、
直
喩
は
類
似
性
を
提
案
し
設
定
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
隠
喩
は
読

者
の
側
に
あ
ら
か
じ
め
共
通
化
し
た
直
観
を
期
待
し
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
点
で
、

両
者
は
異
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
極
言
す
れ
ば
、
隠
喩
は
類
似
性
の
発
見
へ

と
誘
い
、
喩
え
を
構
成
す
る
二
者
の
い
く
ぶ
ん
の
差
違
を
伴
っ
た
類
似
性
を
鑑
賞

さ
せ
る
手
法
で
あ
り
、
直
喩
は
二
者
の
類
似
性
を
、
た
と
え
恣
意
的
で
あ
ろ
う
と

も
強
制
的
に
成
立
さ
せ
る
そ
れ
で
あ
る
。
管
見
で
は
こ
の
意
味
で
直
喩
は
隠
喩
よ

り
も
む
し
ろ
換
喩
に
近
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
換
喩
と
は
あ

る
事
物
の
特
に
目
立
つ
部
分
を
極
端
に
強
調
し
焦
点
化
し
、
そ
れ
を
全
体
に
代
替

さ
せ
る
比
喩
だ
か
ら
で
あ
る
。
李
賀
の
用
法
は
こ
の
誇
張
さ
れ
た
換
喩
的
連
想
を

強
引
に
対
象
そ
の
も
の
と
し
て
断
定
す
る
点
で
、
換
喩
的
直
喩
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
は
ま
た
、
李
賀
が
方
法
的
に
用
い
た
か
否
か
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、

特
異
な
焦
点
化
、
慣
用
か
ら
の
逸
脱
、
読
解
へ
の
抵
抗
と
い
う
点
で
、
ロ
シ
ア
・

フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
異
化
」
に
も
近
い
(10)
。 

 

「
・
・
・
生
の
感
覚
を
回
復
し
、
事
物
を
意
識
せ
ん
が
た
め
に
、
石
を
石
ら
し

く
す
る
た
め
に
、
芸
術
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
の
だ
。
知
る
こ
と

と
し
て
で
は
な
し
に
見
る
こ
と
と
し
て
事
物
に
感
覚
を
与
え
る
こ
と
が
芸
術
の

目
的
で
あ
り
、
日
常
的
に
見
な
れ
た
事
物
を
奇
異
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る《
非

日
常
化
》
の
方
法
が
芸
術
の
方
法
で
あ
り
、・
・
・
知
覚
の
困
難
さ
と
時
間
的
な

長
さ
と
を
増
大
す
る
難
解
な
形
式
の
方
法
が
芸
術
の
方
法
で
あ
る
・
・
・
。」 

 

 
 
 
 

さ
ら
に
別
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
李
賀
の
表
現
方
法
は
ア
ス
ペ
ク
ト
報
告
と

知
覚
報
告
を
意
図
的
に
で
あ
れ
無
意
図
的
に
で
あ
れ
混
同
し
、
後
者
に
一
人
称
特



 

（
六
五
） 

権
を
与
え
る
強
引
な
試
み
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
そ
れ
は
妄
想
の
構
造
に
類
似
し

て
い
る
。
か
つ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
(11)
は
妄
想
の
特
徴
と
し
て
、
主
観
的
確
信
の
強
さ
、

訂
正
不
能
性
、
内
容
の
不
可
能
性
の
三
点
を
あ
げ
た
。
し
か
し
前
二
者
は
極
め
て

堅
固
に
構
築
さ
れ
た
妄
想
に
つ
い
て
は
妥
当
し
て
も
、
多
く
の
臨
床
場
面
に
見
ら

れ
る
間
歇
的
な
、
ま
た
は
浮
動
的
な
妄
想
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。

ま
た
第
三
の
特
徴
で
あ
る
内
容
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
場
合
、
原
理

的
に
不
可
能
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
場
合
が
多
い
（
被
害
妄
想
の
対
象
者
が
実
際

に
悪
意
を
も
っ
て
い
や
が
ら
せ
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
、
嫉
妬
妄
想
の
対
象
者
が
実

際
に
不
倫
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
が
記
載
し
て
い
る
よ
う
に
、

世
界
没
落
体
験
を
訴
え
て
い
る
さ
な
か
に
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
ケ
ー
ス
等
々
）。

そ
こ
で
ス
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
(12)
は
妄
想
の
再
定
義
を
試
み
、
「
妄
想
と
は
客
観
的
な
事

態
を
問
題
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
自
ら
の
精
神
状
態
に
関
す
る

場
合
と
同
じ
形
式
で
表
現
さ
れ
る
言
明
で
あ
る
」
と
し
た
。
自
ら
の
精
神
状
態
に

つ
い
て
の
言
明
（
私
は
嬉
し
い
、
私
は
空
腹
で
あ
る
）、
つ
ま
り
一
人
称
の
心
的
体

験
命
題
は
他
か
ら
否
定
し
よ
う
も
な
く
、
そ
れ
故
に

first 
perso

n
 autho

rity

を

も
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
李
賀
の
独
創
的
に
し
て
独
断
的
な
表
現
、
自
ら
の
特

異
な
感
受
を
客
観
的
普
遍
的
な
そ
れ
と
し
て
提
起
す
る
傾
向
は
、
こ
う
し
た
妄
想

の
構
造
に
類
似
し
て
い
る
。 

 

荒
井
は
ま
た
李
賀
の
「
比
喩
の
屈
折
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば 

  
 

羲
和
敲
日
玻
瓈
聲 

（
「
秦
王
飲
酒
」） 

 

こ
の
句
に
つ
い
て
荒
井
は
、「
太
陽
は
光
る
、
ガ
ラ
ス
は
光
る
、
故
に
太
陽
を
た
た

け
ば
ガ
ラ
ス
を
た
た
く
場
合
と
同
じ
音
が
す
る
」
と
い
う
屈
折
し
た
推
論
に
基
い

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ォ
ン
・
ド
マ
ル
ス
が
指
摘
す
る
、
統
合
失

調
症
者
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
古
論
理
的(paleo

logic)

な
述
語
的
同
一
性
に
近

い
(13)
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
（
後
光
に
よ
っ
て
）
と
り
ま
か
れ
て
い
る
、
砂

糖
の
箱
は
（
徴
税
の
帯
に
よ
っ
て
）
と
り
ま
か
れ
て
い
る
、
故
に
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
砂
糖
箱
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。 

 

ま
た
彼
の
詩
に
は
一
種
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
有
情
性
を
思
わ
せ
る
多
く
の
表
現
が

あ
る
。
た
と
え
ば
「
草
髪
垂
恨
鬢
」「
風
露
滿
笑
眼
」「
古
檜
拏
雲
臂
」
な
ど
（
「
昌

谷
詩
」）。
し
か
し
こ
の
有
情
性
は
生
命
的
な
親
し
さ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
世

界
の
危
う
い
変
貌
を
表
現
し
て
い
る
か
に
見
え
る
（
古
い
檜
が
腕
を
の
ば
し
て
雲

を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
な
ど
）。 

 
 

 

さ
ら
に
詩
作
品
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
荒
井
は
李
賀
詩
の
「
時

空
間
的
超
越
性
」、
春
か
と
思
え
ば
い
つ
の
間
に
か
秋
に
な
っ
て
い
た
り
、
詩
の
主

体
が
い
ま
家
に
入
っ
た
か
と
思
え
ば
天
の
川
の
ほ
と
り
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
り
す

る
例
を
あ
げ
て
、
そ
の
時
空
間
の
秩
序
を
無
視
す
る
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
こ

と
に
正
当
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
極
端
な
逸
脱
が
な
い
場

合
で
も
、
そ
の
詩
は
イ
メ
ー
ジ
の
飛
躍
が
大
き
く
、
唐
突
で
、
脈
絡
が
つ
け
に
く

い
。 

  
 

「
河
南
府
試
十
二
月
樂
詞 

二
月
」 

 



 

（
六
六
） 

 
 

飲
酒
採
桑
津 

 
 

宜
男
草
生
蘭
笑
人 

 
 

蒲
如
交
劍
風
如
薫 

 
 

勞
勞
胡
燕
怨
酣
春 

 
 

薇
帳
逗
煙
生
緑
塵 

 
 

金
翹
峨
髻
愁
暮
雲 

 
 

沓
颯
起
舞
眞
珠
裙 

 
 

津
頭
送
別
唱
流
水 

 
 

酒
客
背
寒
南
山
死 

 

第
一
句
は
「
二
月
飲
酒
採
桑
津
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
が
、「
二

月
」
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
不
自
然
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
李
賀
は
破
格

を
常
と
し
て
い
た
。
こ
の
詩
で

初
に
風
景
の
描
写
を
置
か
ず
「
飲
酒
」
と
始
ま

る
の
は
唐
突
な
感
が
あ
る
。
二
、
三
句
は
春
景
を
詠
っ
た
と
し
て
、
次
に
疲
れ
た

燕
が
た
け
な
わ
の
春
を
怨
む
と
す
る
の
は
理
解
し
に
く
い
飛
躍
で
あ
る
。
緑
の
塵

と
い
う
比
喩
も
理
解
し
が
た
い
。
そ
し
て
突
然
夕
方
に
な
っ
て
美
人
が
悲
し
み
の

舞
を
し
、
渡
し
場
で
は
客
の
背
中
が
寒
く
な
っ
て
南
山
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
。

わ
か
る
よ
う
な
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
管
見
で
は
彼
が
頑
な
に
拒
否

し
た
対
句
と
い
う
形
式
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
詩
は
よ
り
理
解
し
や
す
い
そ
れ
に
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
句
は
ま
ず
場
面
が
転
換
さ
れ
、
新
た
な
状
況
が
テ
ー

マ
に
な
っ
た
こ
と
を
明
確
に
提
示
す
る
し
、
か
つ
、
二
句
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
か
が
確
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。も
っ
と
も
彼
が
対
句
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
脈
絡
の
常
識
的
一
貫
性
を
拒
否
し
た
い
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
対
句

に
よ
る
詩
意
の
流
れ
の
滞
留
を
嫌
っ
た
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

た
と
え
対
句
を
用
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
詩
の
わ
か
り
に
く
さ
は
依
然
と
し
て
残

る
で
あ
ろ
う
。
各
句
間
の
距
離
が
一
様
で
な
い
の
は
漢
詩
の
常
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
彼
の
詩
は
と
り
わ
け
親
疎
遠
近
の
差
が
は
な
は
だ
し
い
。
そ
れ
に
「
背

寒
」
と
か
「
南
山
死
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
悲
し
み
に
身
体
が
冷

や
か
に
な
っ
た
、
と
か
、
日
暮
れ
て
南
山
が
闇
と
静
寂
に
包
ま
れ
た
、
と
い
っ
た

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
に
し
て
も
、
普
通

は
こ
う
い
う
表
現
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

彼
の
詩
は
前
述
の
造
語
症
的
な
言
葉
や
、
こ
う
し
た
奇
妙
な
表
現
や
連
想
を
非

連
続
的
飛
躍
的
に
連
結
し
て
止
ま
る
こ
と
が
な
い
。
難
解
で
抵
抗
の
多
い
語
句
、

脈
絡
の
つ
け
に
く
い
奇
妙
な
詩
文
は
次
々
に
押
し
出
さ
れ(schieben

)

、
奇
妙
に

ず
れ
た
形
で(

ver)

産
出
さ
れ
続
け
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
ど
う
し
て
も

V
erschieb

un
g

と
名
づ
け
ら
れ
た
現
象
を
見
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。Verschieb

un
g

と
は
「
置
き
換
え
」
と
か
「
移
動
」
な
ど
と
訳
さ
れ
、
圧
縮(V

erd
ichtu

ng)

と
並

ん
で
フ
ロ
イ
ト
が
夢
の
作
業
の
様
式
と
し
て
あ
げ
た
機
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る

観
念
や
表
象
に
む
け
ら
れ
て
い
た
感
情
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
別
の
そ
れ
に
、
時
に
は

次
々
に
別
の
そ
れ
へ
と
移
動
さ
れ
、
結
合
さ
れ
る
現
象
で
あ
り
、
恐
怖
症
や
強
迫

現
象
の
基
底
に
も
認
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
に
基
く
去
勢
不
安
が
、
い
く
つ
か
の
階
梯
を
経
て
尖
端
へ
の
恐
怖
と
し

て
表
現
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
。
そ
こ
に
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
非
連
続

的
で
無
意
味
な
飛
躍
に
も
、
私
秘
的
で
夢
み
る
者
に
と
っ
て
は
何
ら
か
の
関
連
が

あ
る
換
喩
的
な
連
想
が
作
用
し
て
お
り
、
意
味
の
収
束
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
遁
走



 

（
六
七
） 

を
指
向
す
る
力
動
が
お
の
ず
か
ら
に
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
荒
井
は
銭
鍾
書

の
評
言
、
李
賀
の
詩
の
「
・
・
・
部
分
の
み
見
つ
め
る
と
言
葉
づ
か
い
は
重
く
凝

固
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
詠
ず
る
と
、
気
体
の
よ
う
に
搖
れ
動
く
。・
・
・
そ

の
勢
は
細
か
く
砕
け
た
石
塊
も
ろ
と
も
ま
っ
す
ぐ
に
進
み
、
固
体
で
あ
っ
て
も
流

動
性
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
を
引
き
、
彼
の
詩
の
特
徴
を
「
凝
固
的
流
動
性
」

と
名
づ
け
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
適
切
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  

以
上
、
李
賀
の
詩
の
特
徴
、
特
定
の
相
貌
性
へ
の
過
敏
さ
、
異
化
、
ア
ス
ペ
ク

ト
盲
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
有
情
性
、
述
語
論
理
、
独
断
的
自
閉
的
飛
躍
な
ど
な
ど
に

つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
ら
の
基
底
に
あ
る
の
は
一
言
で
言
え
ば
成
人
の
概
念
的
思

考
に
基
く
論
理
と
は
対
蹠
的
な
、
幼
児
的
全
能
感
に
基
く
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
こ
そ
彼
の
詩
句
は
、
心
の
古
層
か
ら
湧
き
出
る
生
々
し
い
迫
力
に
満
ち
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。 

   

李
賀
は
中
国
の
詩
人
に
は
珍
し
く
、
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
異
界
へ
の
感
覚
を

も
っ
た
「
鬼
才
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
荒
井
、
斉
藤
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
の

中
国
文
学
研
究
者
バ
ク
ス
タ
ー
の
「
短
命
で
あ
っ
た
李
賀
、
そ
の
奇
異
な

(
strange)

悪
魔
的
な(

satanic)

詩
は
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
た
ち
の
そ
れ
と

対
比
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
評
言
を
引
い
て
い
る
。
た
し
か
に
「
蘇
小
小
歌
」「
感

諷
其
三
」「
神
絃
曲
」
や
「
南
山
田
中
行
」「
長
平
箭
頭
歌
」
等
々
、
多
く
の
詩
が

奇
怪
な
世
界
を
描
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ま
ず
は
サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
よ
り
も
ポ
ー
の

詩
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

「
感
諷
其
三
」 

  
 

南
山
何
其
悲 

 
 

鬼
雨
灑
空
草 

 
 

長
安
夜
半
秋 

 
 

風
前
幾
人
老 

 
 

低
迷
黄
昏
逕 

 
 

裊
裊
青
櫟
道 

 
 

月
午
樹
無
影 

 
 

一
山
唯
白
曉 

 
 

漆
炬
迎
新
人 

 
 

幽
壙
螢
擾
擾 

  
 

六
月
の
、
真
夜
中
の
こ
と 

 
 

私
は
不
思
議
な
月
の
下
に
立
っ
て
い
た
。 

 
 

麻
醉
さ
せ
る
よ
う
な
靄
が
、
し
っ
と
り
と
朧
に
、 

 
 

そ
の
黄
金
の

へ
り辺

か
ら
た
ち
、 

 
 

静
か
な
山
の
頂
き
に 

 
 

し
と
し
と
と
柔
か
に
し
た
た
り
落
ち
て 

 
 

ひ
ろ
い
谷
間
に 

 
 

も
の
う
げ
に
ま
た
調
べ
よ
く
忍
び
い
る
。 

 
 

迷
迭
香

ま
ん
ね
ん
ろ
う

は
墓
の
上
に
う
な
ず
き
、 



 

（
六
八
） 

 
 

百
合
は
波
の
上
に
う
な
だ
れ
る
。 

 
 

そ
の
胸
の
ま
わ
り
に
霧
蔽
い 

 
 

廃
墟
は
憩
い
の
う
ち
に
朽
ち
崩
れ
る
。 

 
 

眺
む
れ
ば
湖
水
は
レ
テ
の
川
の
よ
う
、 

 
 

眠
ろ
う
と
思
い
う
と
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 
 

そ
し
て
ま
た
と
覚
め
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 
 

す
べ
て
美
し
き
も
の
は
眠
る
―
―
そ
れ
故
に
あ
れ
、 

 
 

ア
イ
リ
イ
ニ
は
運
命
の
神
と
と
も
に
眠
れ
る
と
こ
ろ 

（
以
下
略
） 

（
「
死
美
人
」
阿
部
保
訳
） 

 

ま
た
次
の
詩
。 

   
 
 

「
秋
來
」 

  
 

桐
風
驚
心
壯
士
苦 

 
 

衰
燈
絡
緯
啼
寒
素 

 
 

誰
看
靑
簡
一
編
書 

 
 

不
遣
花
蟲
粉
空
蠧 

 
 

思
牽
今
夜
腸
應
直 

 
 

雨
冷
香
魂
弔
書
客 

 
 

秋
墳
鬼
唱
鮑
家
詩 

 
 

恨
血
千
年
土
中
碧 

 

荒
井
と
斉
藤
の
解
釈
は
若
干
異
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
第
六
行
の

書
客
が
李
賀
自
身
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
自
ら
の
死
後
を
想
像
し
て
詠

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
ポ
ー
の
詩
も
詩
人
自
ら
の
死
後
を
想
像
し
た
作
品

で
あ
る
。 

  
 

あ
り
が
た
や
、
こ
の
危
機
は
、 

 
 
 

あ
や
う
き
時
は
過
ぎ
去
り
ぬ
、 

 
 

長
引
け
る
病
ま
た 

 
 
 

遂
に
終
れ
り
―
― 

 

「
生
」
と
呼
ば
れ
る
熱
病
も 

 
 
 

遂
に
う
ち
克
た
れ
た
り
。 

 
 
 

・
・
・
・
・
・ 

 
 

わ
が
苦
し
め
る
魂
は 

 
 
 

穏
や
か
に
こ
こ
に
休
ら
う
、 

 
 

そ
の
薔
薇
を
―
― 

 
 
 

桃
金
嬢

て
ん
に
ん
か

や
薔
薇
の 

 
 

昔
の
乱
れ
、
忘
れ
て
、 

 
 
 

い
さ
さ
か
も
悔
い
も
せ
ず
。 

  
 

い
ま
は
か
く
も
静
か
に 

 
 
 

横
た
わ
り
、
想
う
か
な 



 

（
六
九
） 

 
 

そ
の
め
ぐ
り
に
は
、
三
色
菫
の 

 
 
 

さ
ら
に
聖
な
る
匂
を
―
― 

 
 

三
色
菫
と
―
―
芸

香

ヘ
ン
ル
ウ
ダ

と 

 
 
 

美
し
く
清
ら
か
な 

 
 

三
色
菫
と
う
ち
ま
じ
る 

 
 
 

迷
迭
香

ま
ん
ね
ん
ろ
う

の
匂
を
。 

（
以
下
略
） 

（
「
ア
ニ
ー
の
た
め
に
」） 

 

し
か
し
筆
者
が

も
ポ
ー
的
な
も
の
を
感
じ
る
の
は
次
の
詩
で
あ
る
。 

  
 
 

「
貴
公
子
夜
闌
曲
」 

  

裊
裊
沈
水
煙 

 

烏
啼
夜
闌
景 

 

曲
沼
芙
蓉
波 

 

腰
圍
白
玉
冷 

 

こ
の
詩
は
何
を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
貴
公
子
は
ど
こ
に
い
る

の
か
。
沈
香
の
漂
う
部
屋
に
い
て
、
そ
こ
か
ら
芙
蓉
の
咲
く
沼
を
眺
め
て
い
る
の

か
。
そ
れ
と
も
い
つ
の
ま
に
か
部
屋
を
出
て
沼
の
ほ
と
り
に
立
ち
つ
く
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
時
空
間
の
脈
絡
を
無
視
す
る
の
は
李
賀
の
常
套
手
法
で
あ
る
か

ら
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
烏
の
啼
く
深
夜

に
、
あ
の
ポ
ー
の
偏
愛
す
る
ど
ろ
り
と
澱
ん
だ
沼
の
ほ
と
り
に
立
ち
つ
く
す
と
い

う
情
景
は
、
極
め
て
不
気
味
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
荒
井
、
斉
藤
と
も
に

こ
の
詩
を
逐
語
的
に
解
釈
す
る
だ
け
で
、
な
か
な
か
全
体
の
モ
チ
ー
フ
が
つ
か
め

な
い
。
な
お
王
琦
は
こ
の
詩
に
沈
香
と
白
玉
に
つ
い
て
の
注
を
つ
け
る
の
み
で
あ

り
、
方
扶
南
は
何
ら
か
の
脱
漏
を
疑
っ
て
い
る
。
姚
文
燮
は
曲
沼
と
は
曲
房
で
あ

り
、
芙
蓉
は
美
人
の
春
心
が
盪
漾
す
る
あ
り
さ
ま
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
う
。
そ

し
て
こ
の
詩
は
、
美
人
が
香
を
た
い
て
待
っ
て
い
る
の
に
貴
公
子
が
な
か
な
か
酒

宴
を
き
り
あ
げ
て
訪
れ
て
く
れ
な
い
怨
情
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、こ
の
不
思
議
な
詩
も
極
め
て
理
解
し
や
す
く
な
る
。

烏
が
啼
く
の
も
、「
烏
夜
啼
」
な
ど
と
い
う
詞
牌
が
あ
る
よ
う
に
、
別
段
に
ポ
ー
や

ト
ラ
ー
ク
ル
が
詠
っ
た
よ
う
な
不
吉
な
事
態
で
は
な
く
、
単
に
夜
の
情
趣
を
深
め

る
た
め
の
景
物
に
見
え
て
く
る
。
と
は
い
う
も
の
の
李
賀
と
も
あ
ろ
う
詩
人
が
、

そ
の
よ
う
に
平
凡
な
閨
怨
詩
を
作
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
荒
井
は
李
賀
の
「
騎
魚
」

と
い
う
表
現
に
対
し
て
王
琦
が
、
こ
の
二
文
字
は
異
様
で
あ
り
、
あ
る
い
は
字
の

写
し
ち
が
い
か
、
と
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
に
対
し
、「
清
朝
人
的
実
証
主
義
な
い
し

合
理
主
義
が
へ
た
に
働
け
ば
ど
う
な
る
か
の
標
本
で
あ
る
」
と
ま
っ
こ
う
か
ら
切

り
捨
て
て
い
る
が
、
筆
者
も
姚
の
解
釈
を
、
清
朝
人
的
実
証
主
義
の
へ
た
な
適
用

例
と
批
判
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
保
証
の
限
り
で

は
な
い
。 

 
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
次
の
詩
の
テ
ー
マ
は
、
李
賀
の
さ
き
の
詩
の
そ
れ
に
近
い
。 

  
 
 

不
運 

 
 



 

（
七
〇
） 

 
こ
れ
ほ
ど
の
重
荷
を
揚
げ
る
に
は 

 
シ
ジ
フ
ォ
ス
よ
、
君
の
勇
気
が
要
る
！ 

 

い
く
ら
制
作
に
心
を
く
だ
い
て
も 

 

芸
術
、
、
は
長
く 

時、
は
短
い
。 

  

名
高
い
墓
地
か
ら
遠
く
離
れ 

 

訪
れ
る
者
の
い
な
い
墓
の
ほ
う
へ 

 

ぼ
く
の
心
は
し
め
や
か
な
太
鼓
の
よ
う
に 

 

葬
送
の
曲
を
鳴
ら
し
な
が
ら
進
む
。 

  

―
―
多
く
の
宝
石
は
埋
も
れ
て 

 

暗
黒
と
忘
却
の
な
か
に
眠
る
、 

 

鶴
嘴
も
測
探
器

は

か

り

も
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
。 

 
 

 

多
く
の
花
々
は 

惜
し
そ
う
に 

放
つ
、 

 

秘
密
の
よ
う
に
甘
い
薫
り
を
、 

 

深
々
と
し
た
孤
独
の
な
か
で
。 

 

（
佐
藤
朔
訳
） 

 

ま
た
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
は
全
体
と
し
て
李
賀
を
思
わ
せ
る
雰
囲
気
を
も
っ
て
い

る
。 

 

 
 
 

夜
へ
の
帰
依 

  
 

修
道
女
よ
、
私
を
お
前
の
闇
の
中
に
包
ん
で
く
れ
。 

 
 

君
た
ち 

涼
し
く
青
い
山
な
み
よ
。 

 
 

真
っ
黒
な
露
が
流
血
し 

し
た
た
り
、 

 
 

十
字
架
は 

星
の
ま
た
た
き
の
中
に 

険
し
く 

 
 

そ
そ
り
立
つ
。 

 
 

 
 

口
と
虚
偽
は 

冷
え
た
滅
び
の
小
部
屋
の
中
で 

 
 

深
紅
の
い
ろ
に 

破
れ
た
の
だ 

 
 

ま
だ
笑
い
は
、
黄
金
の
戯
れ
は 

輝
き
、 

 
 

鐘
の
音
は

後
の
引
き
を
残
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

月
に
か
か
る
雲
よ
、
黒
ず
ん
で 

夜 

 
 

野
の
果
実
は
木
か
ら
落
ち 

 
 

そ
し
て
空
間
は
墓
と
化
し 

 
 

そ
し
て
こ
の
地
の
旅
路
が
夢
と
化
す
る
。 

 

（
瀧
田
夏
樹
訳
） 

  

ポ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ト
ラ
ー
ク
ル
を
引
用
し
た
が
、
筆
者
は
李
賀
の
詩
を

サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
や
表
現
主
義
の
そ
れ
と
比
定
し
よ
う
と
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
い
。

し
か
し
い
く
つ
か
の
点
で
両
者
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
た
と



 

（
七
一
） 

え
ば
大
胆
な
詩
形
や
文
法
か
ら
の
逸
脱
、
時
空
間
的
制
約
の
無
視
、
論
理
的
心
理

的
連
続
性
の
破
綻
、
情
景
並
列
と
そ
の
突
発
的
転
換
、
奔
放
に
し
て
独
断
的
自
閉

的
な
イ
メ
ー
ジ
の
出
現
、
明
確
な
意
味
へ
の
収
束
に
抵
抗
す
る
暗
号
的
言
語
使
用
、

生
々
し
い
原
色
の
多
用
、
夢
や
幻
想
の
現
実
へ
の
侵
入
、
常
に
背
後
に
感
知
さ
れ

る
焦
燥
、
空
虚
、
絶
望
と
、
時
に
そ
れ
と
は
う
ら
は
ら
の
静
謐
、
諦
感
、
そ
し
て

と
り
わ
け
「
死
」「
腐
敗
」「
醜
悪
さ
」
な
ど
、
か
っ
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
(14)
がdas 

V
erw

esend
e

一
般
と
呼
ん
だ
も
の
へ
の
偏
愛
な
ど
な
ど
。 

フ
ロ
イ
ト
(15)
は
、
か
っ
て
馴
れ
親
し
ん
だ
も
の(

H
eim

liche)

が
抑
圧
さ
れ
る
と

「
無
気
味
な
も
の
」(

das 
U

n
heim

liche)
に
な
り
、
「U

n

」
は
そ
の
抑
圧
の
痕
跡

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
周
知
の
ご
と
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
(16)
は
日
常
性
に
頽
落
し
て
い

る
状
態
を
「
居
心
地
の
よ
さ
」(

Z
u
hau

se-
sein

 
わ
が
家
に
あ
る
こ
と)

と
規
定

し
、
不
安
が
こ
こ
か
ら
現
存
在
を
「
居
心
地
の
悪
さ
」(U

n-zuhau
se 

わ
が
家
に

な
い
こ
と)

へ
と
連
れ
戻
す
と
言
う
。
そ
れ
は
ま
た
「
不
気
味
さ
」(

U
nh

eim
- 

lichkeit)

で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
現
存
在
を
本
来
的
な
あ
り
方
へ
と
導
く
契
機
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
居
心
地
の
よ
さ
、
悪
さ
」
は
「
芸
術
作
品
の
起
源
」
で
は

「
安
心
で
き
る
も
の
」(geheu

er)

と
「
安
心
で
き
な
い
も
の
」(n

icht geheuer)

と
い
う
対
概
念
と
な
り
、
後
者
は
ま
た
「
途
方
も
な
い
も
の
」（「
不
気
味
な
も
の
」

U
n
geheuer

）
で
も
あ
り
、
そ
の
も
た
ら
す
衝
撃
が
人
間
を
自
ら
の
始
源
へ
と
跳
躍

さ
せ
る
、
と
さ
れ
る
(17)
。 

 

中
国
の
詩
の
歴
史
に
お
い
て
、
経
世
へ
の
意
志
や
自
然
と
の
親
和
、
ま
た
は
そ

れ
ら
の
挫
折
に
基
い
て
創
造
し
た
詩
人
は
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
「
不
気
味
な

も
の
」
に
基
く
死
へ
の
超
越
に
基
い
て
創
造
し
た
詩
人
は
稀
で
あ
ろ
う
。
李
賀
は

そ
の
稀
な
一
人
で
あ
り
、
彼
は
ポ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ト
ラ
ー
ク
ル
と
同
じ
く

死
の
近
傍
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
れ
が
二
十
世
紀
思
想
界
の
う
さ
ん
く
さ
い
二
大

巨
人
、
フ
ロ
イ
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
始
源
へ
の
通
路
と
な
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
彼
ら
に
通
有
さ
れ
る

特
徴
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

杜
牧
は
「
李
長
吉
歌
詩
敍
」
を
書
い
て
お
り
、
そ
の
賞
讃
の
前
半
部
は
ど
の
詩

人
に
も
あ
て
は
ま
り
そ
う
な
美
辞
で
あ
る
が
、「
鯨
吸
鰲
擲
、
牛
鬼
蛇
身
、
不
足
爲

其
虚
荒
誕
幻
也
、
蓋
騒
之
苗
裔
、
理
雖
不
及
、
辭
或
過
之
。」
と
述
べ
て
い
る
部
分

は
、
李
賀
の
詩
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

既
述
の
ご
と
く
李
商
隠
は
杜
牧
の
あ
と
を
う
け
て
、「
李
長
吉
小
傳
」
を
あ
ら
わ

し
た
が
、
彼
は
「
細
痩
通
眉
長
指
爪
」
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。「
通
眉
」
と
は

両
眉
が
相
連
な
る
状
態
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
（
周
振
甫
）、
眉
に
つ
い
て
は
李
賀

自
身
、
自
ら
を
「
庬
眉
」（「
巴
童
答
」「
高
軒
過
」）
と
形
容
し
て
お
り
、
要
す
る

に
濃
い
げ
じ
げ
じ
眉
毛
が
く
っ
つ
く
よ
う
に
生
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。「
長
指
爪
」
と
は
指
が
長
か
っ
た
の
か
、
爪
が
長
か
っ
た
の
か
、
そ
の
双

方
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
が
重
要
な
身
体
的
特
徴
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
の
は
何
か
奇

怪
な
感
じ
が
す
る
。
よ
ほ
ど
目
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
同
伝
に
は
「
過
亦

不
復
省
」「
長
吉
往
往
獨
騎
、
往
還
京
洛
、
所
至
或
時
有
著
、
隨
棄
之
。」
と
あ
り
、

さ
ら
に
「
長
吉
生
二
十
四
年
、
位
不
過
奉
禮
太
常
、
當
時
人
亦
多
排
擯
毀
斥
之
。」

と
も
あ
る
。
至
る
と
こ
ろ
で
詩
を
作
り
、
あ
ま
り
推
敲
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た

そ
の
作
品
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
周
囲
の
人
々
に
嫌
わ
れ
排
斥
さ
れ
た
と
い
う
。 

 

痩
せ
て
濃
い
眉
が
連
な
り
、
指
か
爪
が
長
く
、
傲
岸
で
人
々
に
嫌
わ
れ
、
奇
怪



 

（
七
二
） 

な
幻
想
に
彩
ら
れ
た
詩
を
一
気
呵
成
に
作
っ
て
は
そ
れ
を
散
佚
す
る
に
ま
か
せ
る

詩
人
、
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
の
言
う
統
合
失

調
性
格
者(S

ch
izoid

ま
た
は

S
ch

izoth
ym

)

を
見
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ク
レ

ッ
チ
マ
ー
の
こ
う
し
た
概
念
は
病
前
性
格
の
研
究
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

近
年
は
そ
れ
に
対
す
る
否
定
的
研
究
も
多
い
。
さ
ら
に
は
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
（
お

よ
び
て
ん
か
ん
）
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
医
学
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
統
合
失

調
症
の
記
載
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
出
現
し
た
の
は
十
八
世
紀
啓
蒙
の
時
代
か
ら

で
あ
る
と
の
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

ク
レ
ッ
チ
マ
ー
は
そ
の
気
質
類
型
論
を
、
時
間
的
に
は
い
と
も
た
や
す
く
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
に
ま
で
延
長
し
て
適
用
し
、
空
間
的
に
は
日
本
の
諸
研
究
な

ど
を
も
援
用
し
な
が
ら
、
欧
米
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
に
ま
で
拡
大
し
て
適
用
し
て

い
る
。
彼
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
時
代
や
文
化
風
土
の
相
違
を
顧
慮
せ
ず
エ
デ
ィ
プ
ス
・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
真
理
性
を
確
信
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
ら
の
気
質
類
型
論
の

普
遍
性
を
確
信
し
て
い
た
か
に
見
え
る
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
人
種
学
者
が

犯
し
や
す
い
あ
や
ま
ち
は
、
人
類
と
し
て
の

高
唯
一
の
価
値
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
化
に
の
み
置
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
注
記
し
、
ま
た
、
文
化
的
創
造
は

異
る
気
質
傾
向
を
も
つ
各
人
種
の
混
合
地
帯
に
豊
か
に
発
現
す
る
、
と
指
摘
し
て

い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
言
及
さ
れ
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
混
合
地
帯

に
す
ぎ
な
い
。
秘
か
に
北
方
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
優
位
性
を
信
じ
こ
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
彼
は
本
当
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
棄
却
し
て

い
た
の
か
。
統
合
失
調
性
格(

sch
izoth

ym
ie)

、
循
環
性
格(Z

yklo
th

ym
ie)

、
そ
し

て
付
随
的
に
て
ん
か
ん
性
格(

E
p
ilepth

ym
ie 

た
だ
し
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
自
身
は
こ

の
表
現
を
用
い
て
い
な
い)

と
い
っ
た
類
型
は
病
前
性
格
に
由
来
す
る
そ
れ
と
し

て
、
近
代
以
降
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
る
文
化
風
土
に
あ
る
人

間
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
病
前
性
格
の
軛
を
脱
し

て
、
時
代
的
文
化
的
風
土
の
相
違
を
越
え
た
、
元
型
的
な
人
間
の
存
在
様
式
と
見

な
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

自
閉
、
孤
立
、
拒
否
と
同
調
、
連
帯
、
受
容
。
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ざ
る
も
の

を
幻
視
す
る
超
越
志
向
と
、
ま
さ
に
眼
の
前
に
あ
る
も
の
の
み
を
重
視
す
る
現
実

志
向
、
予
兆
的
微
分
的
先
取
性
と
固
着
的
積
分
的
回
顧
性
、
破
壊
的
創
造
と
伝
統

的
継
承
、
ア
ン
テ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
（
も
っ
と
も
木

村
は
後
者
が

Z
ykloth

ym
ie

全
体
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
、T

yp
us 

m
elan

cho
licu

s

な
る
亜
型
に

も
妥
当
す
る
と
注
記
し
て
い
る
が
）。
神
の
ご
と
く

慈
愛
深
い
か
、
ま
た
は
悪
魔
の
よ
う
に
残
酷
な
帝
王
と
、
凡
庸
で
現
実
的
は
君
主
、

日
常
生
活
よ
り
も
彼
岸
に
生
き
る
予
言
者
的
宗
教
者
と
、
そ
こ
に
生
き
る
生
活
者

を
慈
し
み
、
時
に
は
け
ち
な
打
算
に
走
る
世
俗
的
宗
教
者
、
形
骸
化
し
た
伝
統
を

無
意
味
に
墨
守
す
る
か
、
逆
に
そ
れ
を
完
全
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
芸
術
家
と
、

世
界
の
穏
や
か
な
肯
定
、
そ
れ
と
の
融
和
を
享
受
す
る
芸
術
家
・
・
・
。
そ
う
し

た
対
比
は
古
代
か
ら
、
ま
た
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。し
か
し
こ
う
し
た
大
き
な
テ
ー
マ
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、こ
こ
で
は
李
賀
は
、

後
世
、
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
た
ち
が
統
合
失
調
病
質
と
名
づ
け
た
よ
う
な
気
質
傾
向
の

う
ち
、
主
要
な
い
く
つ
か
の
要
素
を
所
有
し
て
い
た
、
と
述
べ
る
に
止
め
て
お
き

た
い
。 

 

統
合
失
調
症
は
若
年
期
に
好
発
す
る
が
、
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
は
統
合
失
調
症
者
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
が
発
病
の
予
感
に
お
の
の
く
詩
を
引
い
て
い
る
。 

 



 

（
七
三
） 

 
 

汝
は
何
処
に
お
る
や
、
は
か
な
か
り
し
我
が
生
、 

 
 

し
か
も
す
で
に
冷
や
け
く
終
焉
の
息
を
ぞ
つ
く
。 

 
 

静
か
に
―
―
我
が
生
は
も
は
や
影
に
ひ
と
し
。 

 
 

は
や
歌
も
な
く
、
我
が
胸
の
う
ち
の
み
に
て
、 

 
 

お
の
の
く
心
臓

こ

こ

ろ

安
ら
う
。 

（
内
村
祐
之
訳
） 

そ
れ
は 

  
 

長
安
有
男
兒 

 
 

二
十
心
已
朽 

（
「
贈
陳
商
」）  

 

と
詠
う
李
賀
の
心
境
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

ク
レ
ッ
チ
マ
ー
は
こ
の
気
質
に
お
け
る
執
拗
な
停
滞
と
突
発
的
な
飛
躍
の
並
存
、

ク
レ
ペ
リ
ン
作
業
曲
線
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
連
続
性
と
非
連
続
性
の
不
可
解
な

混
在
、
ま
た
感
情
と
思
考
の
頑
な
な
二
者
択
一
性
と
そ
の
破
綻
を
指
摘
し
た
。
ブ

ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
(18)
は
さ
ら
に
そ
れ
を
行
動
と
情
態
性
の
そ
れ
へ
と
拡
張
し
て

い
る
。
さ
き
に
述
べ
た
李
賀
詩
の
「
凝
固
的
流
動
性
」
と
い
う
矛
盾
す
る
か
に
み

え
る
特
徴
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
特
異
な
現
象
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

  

三
．
李
賀
と
李
商
隠
(19-23)

 

  

李
商
隠
は
憲
宋
の
元
和
七
年
（
西
暦
八
一
二
年
）
に
懐
州
河
内
（
河
南
省
北
辺

の
地
）
に
生
ま
れ
た
。
温
庭
筠
と
同
年
で
あ
り
、
李
賀
は
二
一
歳
年
長
で
あ
り
、

ま
た
李
商
隠
五
歳
の
時
に
没
し
て
い
る
。
こ
の
小
論
で
は
李
商
隠
の
伝
記
的
事
実

は
し
ば
ら
く
措
き
、
両
者
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
み
考
察
し
て
み
た
い
。 

 

前
述
し
た
よ
う
に
李
商
隠
は
「
李
長
吉
小
傳
」
を
書
き
、
李
賀
を
敬
愛
し
て
お

り
、
詩
風
も
一
定
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
意
味

で
そ
う
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
筆
者
は
十
分
に
は
審
か
に
し
え
な
い

が
、
や
は
り
瑰
麗
に
し
て
奇
怪
な
幻
想
性
が
通
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
李
賀
は
「
騒
の
苗
裔
」（
杜
牧
）
と
か
「
屈
宋
曹
劉
の
再
来
」（
姚
文
燮
）

な
ど
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
楚
辞
風
の
華
麗
な
幻
想
世
界
を
描
き
出
し
た
が
、
李

商
隠
に
も
そ
う
し
た
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
楽
府
、

古
詩
体
の
作
品
で
は
、
そ
う
し
た
幻
想
を
含
む
詩
句
が
、
李
賀
ほ
ど
に
飛
躍
的
没

論
理
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
流
れ
る
よ
う
に
継
起
し
て
、
終
結
ま
で
一
気
に
詠

い
つ
く
さ
れ
る
。「
効
長
吉
」
は
も
と
よ
り
、「
無
愁
果
有
愁
曲 

北
齊
歌
」「
房
中

曲
」「
景
陽
宮
井
雙
桐
」・
・
・「
燕
臺
詩
四
首
」「
河
内
詩
二
首
」
な
ど
な
ど
。
こ

れ
ら
は
李
賀
の
ス
タ
イ
ル
を
継
い
で
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
点
が
多
い
。
高
橋
は
「
房

中
曲
」
の
注
で
、「
連
想
を
追
っ
て
言
葉
を
下
す
李
長
吉
体
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

と
指
摘
し
、
ま
た
「
海
上
謠
」「
李
花
」
で
も
「
前
の
句
の
中
心
的
な
語
彙
が
産
む

連
想
を
追
っ
て
、
眼
前
の
光
景
と
関
連
し
な
が
ら
も
半
ば
自
動
的
に
次
の
句
が
産

み
出
さ
れ
る
、
自
由
連
想
法
的
な
観
念
の
遊
戯
性
」
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。 

 

「
燕
臺
詩
」
は
奔
放
な
幻
想
を
、
濃
密
な
イ
メ
ー
ジ
の
伴
う
言
葉
を
用
い
て
流



 

（
七
四
） 

れ
る
よ
う
に
詠
じ
た
詩
で
あ
り
、
川
合
は
そ
こ
に
李
賀
と
似
た
表
現
が
多
い
と
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
研
丹
擘
石
天
不
知 

願
得
天
牢
鎭
冤
魄
」
な
ど
の
大
げ
さ

な
措
辞
も
李
賀
風
の
趣
き
が
あ
る
。
し
か
し
詩
句
の
継
起
は
自
然
で
李
賀
詩
の
よ

う
な
奇
怪
な
飛
躍
は
な
く
、「
醉
起

陽
若
初
曙 

映
簾
夢
斷
聞
殘
語
」
な
ど
の
詩

句
は
ま
っ
た
く
彼
の
恋
愛
詩
の
、
あ
る
い
は
温
庭
筠
や
花
間
集
の
詞
に
さ
え
近
い

表
現
で
あ
ろ
う
。
彼
は
李
賀
に
倣
い
な
が
ら
、
そ
の
世
界
に
全
面
的
に
入
り
こ
む

こ
と
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
か
に
み
え
る
。 

 

李
商
隠
に
は
幻
想
の
質
に
お
い
て
も
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
も
、
李
賀
と
は

全
く
異
る
、
む
し
ろ
対
蹠
的
な
多
く
の
詩
篇
が
存
在
す
る
。「
無
題
」
詩
、「
借
題
」

詩
を
中
心
と
す
る
格
律
詩
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
律
詩
形
式
を
と
る
が
、

そ
れ
は
中
心
部
の
頷
聯
と
頸
聯
に
そ
れ
自
体
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
な
す
対
句
が
、
さ

ら
に
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
並
存
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
合
的
対
比
を
介

し
た
多
様
性
の
統
合
と
い
う
特
有
の
構
造
的
完
結
性
、
対
極
性
を
止
揚
し
た
一
種

の
コ
ス
モ
ス
性
を
も
つ
。
そ
れ
は
盛
唐
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
詩
の
純
粋
形
式
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
な
形
式
と
は
「
内
容
が
沈
殿
し
変
容
し
た
も
の
と
し
て
、

自
己
の
由
来
で
あ
る
内
容
を
否
定
し
え
な
い
。
美
的
な
成
功
は
本
質
的
に
、
形
成

さ
れ
た
も
の
が
形
式
の
う
ち
に
沈
殿
し
た
内
容
を
喚
起
し
う
る
か
否
か
に
か
か
っ

て
い
る
」
(24)
。
律
詩
と
い
う
形
式
を
採
用
す
る
こ
と
自
体
、
時
代
的
伝
統
的
感
受

の
受
容
、「
父
な
る
も
の
」
の
継
承
と
い
う
側
面
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

他
方
、
形
式
と
は
「
枠
」
で
あ
り
、「
枠
」
は
防
衛
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
あ

り
う
る
。
た
と
え
ば
福
島
(25)
は
宮
沢
賢
治
の
「
黄
色
い
ト
マ
ト
」
と
い
う
童
話
を

分
析
し
て
い
る
。「
黄
色
い
ト
マ
ト
」
は
ペ
ム
ペ
ル
と
ネ
リ
と
い
う
幼
い
兄
妹
が
町

の
サ
ー
カ
ス
を
見
に
行
き
、
入
場
料
と
し
て
自
分
た
ち
が
栽
培
し
た
立
派
な
黄
色

い
ト
マ
ト
を
さ
し
出
す
が
、
サ
ー
カ
ス
の
管
理
人
に
怒
ら
れ
、
ま
わ
り
に
い
た
人
々

に
笑
わ
れ
る
、
と
い
う
悲
し
い
物
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
物
語
は
賢
治
が
直

接
書
い
た
と
い
う
形
式
は
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
ず
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
て
い
る

蜂
雀
の
剥
製
が
ま
だ
生
き
て
い
た
昔
に
こ
の
事
件
を
見
聞
し
、
現
在
、
博
物
館
に

勤
務
し
て
い
る
十
六
等
官
レ
オ
ー
ノ
・
キ
ュ
ス
テ
氏
が
ま
だ
小
さ
か
っ
た
こ
ろ
に

蜂
雀
か
ら
そ
れ
を
聞
き
、
さ
ら
に
キ
ュ
ス
テ
氏
が
そ
れ
を
書
き
記
し
た
原
文
を
賢

治
が
訳
出
し
た
、
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
妹
ト
シ
子
に
対
す
る
賢
治
の
近

親
姦
的
対
象
関
係
は
、
何
重
も
の
枠
に
よ
っ
て
防
衛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
。 

 

枠
入
り
小
説
と
い
え
ば
、「
み
ず
う
み
」「
白
馬
の
騎
手
」「
海
の
彼
方
よ
り
」
等
々
、

自
ら
の
作
品
に
常
に
枠
を
は
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
シ
ュ
ト

ル
ム
の
ケ
ー
ス
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
美
し
く
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
小
説
を
書
き

続
け
た
作
家
は
、
結
婚
し
て
い
な
が
ら
ド
ロ
テ
ー
ア
と
い
う
少
女
に
執
着
し
、
そ

れ
に
基
く
と
思
わ
れ
る
葛
藤
や
罪
責
感
に
終
生
悩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

李
商
隠
の
場
合
、
形
式
へ
の
執
着
は
明
ら
か
に
一
種
の
防
衛
を
意
味
し
て
い
た

か
に
み
え
る
。
彼
に
お
い
て
、
イ
ド
、
自
我
、
超
自
我
な
ど
の
諸
審
級
間
に
生
じ

た
葛
藤
に
対
し
て
防
衛
機
制
が
必
要
で
あ
っ
た
か
否
か
は
知
る
由
も
な
い
。
し
か

し
少
く
と
も
彼
に
は
経
世
を
指
向
す
る
士
太
夫
と
し
て
の
意
識
と
、
恋
愛
に
沈
湎

す
る
意
識
の
間
の
葛
藤
は
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ

れ
は
「
枠
」
に
よ
っ
て
防
衛
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
に
見
え
る
。
彼
の
「
恋
愛

詩
」
は
内
容
自
体
も
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
て
、
本
当
に
恋
愛
感
情
を
詠
っ
て
い
る

の
か
、
政
治
状
況
を
諷
刺
し
て
い
る
の
か
、
何
か
社
会
的
地
位
や
対
人
関
係
の
不

満
を
表
現
し
て
い
る
の
か
・
・
・
明
確
に
し
え
な
い
作
品
が
多
い
が
、
こ
う
し
た



 

（
七
五
） 

事
態
も
一
種
の
防
衛
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
律
詩
と
い
う
伝
統
的
詩
形
の
採
用
は

よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
の
、
よ
り
無
意
識
的
な
防
衛
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。 

  
 
 

「
無
題
」 

 

  
 

來
是
空
言
去
絶
蹤 

 
 

月
斜
樓
上
五
更
鐘 

 
 

夢
爲
遠
別
啼
難
喚 

 
 

書
被
催
成
墨
末
濃 

 
 

蠟
照
半
籠
金
翡
翠 

 
 

麝
薫

度
繡
芙
蓉 

 
 

劉
郎
己
恨
蓬
山
遠 

 
 

更
隔
蓬
山
一
萬
重 

 

こ
の
詩
は
典
型
的
な
七
言
律
詩
で
あ
り
、
三
、
四
句
（
頷
聯
）
と
五
、
六
句
（
頸

聯
）
に
は
対
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
対
句
は
、
そ
の
程

度
の
差
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
れ
、
詩
の
流
れ
を
暫
定
的
に
中
断
さ
せ
、
あ
る
状
況
を

提
示
し
、
か
つ
そ
こ
に
読
む
者
の
意
識
を
滞
留
さ
せ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
前
句
の
あ

と
に
後
句
を
読
み
、
事
後
的
に
（
精
神
分
析
で
い
うnachträglich

に
）
前
句
へ
と

回
帰
し
、
両
者
を
比
較
し
、
そ
の
差
違
と
等
質
性
と
を
味
賞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ
の
作
業
は
よ
り
無
意
図
的
な
も
の
で
あ
れ
、
頷
聯
と
頸
聯
間
に
も
存
在
し
、

滞
留
は
重
複
さ
れ
る
。
古
詩
や
楽
府
で
は
流
動
性
が
優
越
す
る
の
に
対
し
、
律
詩

や
排
律
な
ど
で
は
滞
留
性
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
高
橋
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
自
由
連
想
風
な
「
李
長
吉
体
」
の
流
動
性
に
お
い
て
は
換
喩
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
よ
り
多
く
作
動
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
滞
留
性
に
お
い
て
は
、
語
義

や
イ
メ
ー
ジ
の
一
所
に
お
け
る
重
合
、
フ
ロ
イ
ト
の
表
現
を
か
り
れ
ば
「
圧
縮
」

(
V

erd
ichtu

ng)

が
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
ラ
カ
ン
(26)
は
圧
縮
と
は
メ
タ
フ
ァ

ー
の
領
域
に
属
し
、V

erd
ichtung

と
い
う
名
詞
に
はD

ichtun
g

（
詩
、
創
作
）
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
詩
の
伝
統
的
な
機
能
を
包

摂
し
て
い
る
、
と
言
う
。 

 

高
橋
、
川
合
の
注
に
よ
れ
ば
、
第
三
句
は
梁
の
蕭
綸
の
閨
怨
詩
「
涙
盡
夢
啼
中
」

を
ふ
ま
え
、
第
四
句
は
同
じ
く
梁
の
劉
孝
威
の
冬
曉
詩
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
夢
と

書
簡
と
は
往
時
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
要
な
手
段
で
あ
り
、
そ
の
共
示
性

は
極
め
て
豊
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
頷
聯
の
心
理
の
表
出
か
ら
、
頸
聯
で
は
一
転

し
て
室
内
の
描
写
に
か
わ
る
。「
翡
翠
」
は
雌
雄
の
仲
の
よ
い
鳥
の
典
型
で
あ
り
、

男
女
和
合
の
象
徴
で
あ
る
。「
芙
蓉
」
は
「
子
夜
歌
」
な
ど
、
恋
愛
を
テ
ー
マ
と
す

る
南
朝
の
楽
府
に
常
用
さ
れ
る
花
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
芙
蓉
と
は
「
蓮
」
で
あ
り
、

「
蓮
」
は
同
音
の
「
憐
」
に
通
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
句
は
杜
甫
の
詩
句

「
屏
開
金
孔
雀 

褥
隠
繡
芙
蓉
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
、
そ
れ
ぞ

れ
に
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
合
さ
れ
た
両
聯
は
、
行
為
を
通
し
た
時
間
性
と
そ
の

行
為
の
場
と
し
て
の
空
間
性
、
夢
想
と
視
、
嗅
覚
と
い
う
感
覚
、
心
的
欠
如
と
物

的
過
剰
と
い
っ
た
対
比
を
形
成
し
、
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ら
に
複
合
的
、
多
次
元
的
、

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
も
の
と
な
る
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
豊
か
さ
は
ど
こ
ま
で
も

伝
統
的
共
示
性
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
新
し
い
情
趣
を
付
加
す
る

か
、
隠
さ
れ
て
い
た
そ
れ
を
発
見
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
全
く
異
質
で
革
新

的
な
詩
趣
を
創
造
す
る
も
の
で
は
な
い
。 



 

（
七
六
） 

 
さ
ら
に
防
衛
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
律
詩
に
お
け
る
頷
聯
と
頸
聯
と
は
そ

れ
ぞ
れ
に
全
く
異
る
世
界
の
位
相
を
裁
断
し
た
詩
句
で
あ
る
が
、
こ
の
異
質
な
両

者
の
懸
隔
自
体
が
両
者
を
対
比
さ
せ
た
メ
タ
対
句
性
を
立
体
的
な
も
の
に
し
、
両

者
の
間
隙
に
詩
全
体
の
重
心
を
ひ
き
入
れ
る
。
首
聯
は
メ
タ
対
句
を
準
備
す
る
予

兆
で
あ
り
、
尾
聯
は
そ
の
追
認
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
律
詩
は
外
部
世
界
か
ら

隔
絶
さ
れ
た
明
確
で
堅
固
な
周
郭
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
律
詩
と
は
内
容
の
如
何

に
か
か
わ
ら
ず
、
詩
形
自
体
が
す
で
に
「
枠
」
と
し
て
防
衛
的
な
意
味
を
も
ち
う

る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
内
部
の
詩
趣
を
外
部
に
漏
洩
さ
せ
ず
に
加
圧
す
る
と

い
う
副
次
的
な
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
外
部
世
界
と
の
断

絶
は
防
衛
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
反
動
形
成(R

eaktio
n
sb

ild
u
ng)

と
し
て
時

に
攻
撃
性
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
述
べ
き
た
っ
た
ご
と
く
、
李
賀
の
直
喩
や
換
喩
に
基
く
破
壊
的
流
動
性
と
、

李
商
隠
の
隠
喩
に
基
く
防
衛
的
滞
留
性
と
は
対
蹠
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。 

  

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
李
商
隠
に
は
一
種
の
滅
び
―
―
そ
の
予
感
や

す
で
に
滅
び
た
も
の
へ
の
愛
惜
、
共
感
―
―
を
詠
っ
た
作
品
が
多
い
。 

  
 

「
樂
遊
原
」 

  
 

向
晩
意
不
適 

 
 

驅
車
登
古
原 

 
 

夕
陽
無
限
好 

 
 

只
是
近
黃
昏 

 
 
 

 
 

「
北
齊
」 

  
 

一
笑
相
傾
國
便
亡 

 
 

何
勞
荊
棘
始
堪
傷 

 
 

小
憐
玉
體
橫
陳
夜 

 
 

已
報
周
師
入
晉
陽 

  
 

「
隋
宮
」 

  
 

紫
泉
宮
殿
鎖
煙
霞 

 
 

欲
取
蕪
城
作
帝
家 

 
 

玉
璽
不
縁
歸
日
角 

 
 

錦
帆
應
是
到
天
涯 

 
 

于
今
腐
草
無
螢
火 

 
 

終
古
垂
楊
有
暮
鴉 

 
 

地
下
若
逢
陳
後
主 

 
 

豈
宜
重
問
後
庭
花 

 

「
樂
遊
原
」
の
末
句
、「
只
是
」
を
高
橋
は
逆
説
に
と
り
（
夕
陽
は
美
し
い
が
、
し

か
し
す
で
に
黄
昏
に
近
い
）、
川
合
は
「
た
だ
ひ
た
す
ら
に
」と
解
釈
し
て
い
る
が
、

何
れ
に
し
て
も
滅
び
の
美
を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
数
多
い
諸
王
朝



 

（
七
七
） 

滅
亡
を
詠
じ
た
詩
篇
。
そ
れ
ら
は
や
は
り
無
能
な
後
主
た
ち
へ
の
批
判
と
い
う
よ

り
も
、
彼
ら
や
そ
の
愛
妾
た
ち
、
あ
る
い
は
滅
亡
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
へ
の
愛

惜
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
滅
び
る
も
の
は
夕
陽
で
あ
り
、

小
憐
の
玉
体
（
愛
妾
馮
淑
妃
の
美
し
い
肉
体
）
と
そ
れ
に
伴
っ
た
逸
楽
で
あ
り
、

あ
る
い
は
は
か
な
く
幻
想
的
な
「
後
庭
花
」
の
舞
で
あ
る
。 

 

ハ
イ
デ
ガ
ー
(27)
は
「
そ
も
そ
も
な
ぜ
何
か
が
存
在
し
て
い
て
、
む
し
ろ
無
で
は

な
い
の
か
」
と
問
う
。
彼
は
眼
前
に
あ
た
り
ま
え
に
あ
る
も
の
を
自
明
視
せ
ず
、

そ
れ
が
無
で
あ
り
非
存
在
で
あ
り
う
る
と
い
う
可
能
性
を
想
定
す
る
。
そ
の
問
い

は
も
ろ
も
ろ
の
存
在
す
る
も
の
に
埋
め
つ
く
さ
れ
た
た
だ
中
で
、
そ
れ
ら
存
在
す

る
も
の
の
自
明
性
が
失
わ
れ
、
無
気
味
な
無
の
脅
威
に
直
面
し
て
発
せ
ら
れ
る
そ

れ
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
道
具
的
存
在
者
と
芸
術
作
品
と
を
対
比
さ
せ
る
(17)
。
道

具
は
有
用
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
日
常
世
界
の
慣
れ
親
し
ん
だ
親
密
性
の
中
に
埋

没
す
る
。
し
か
し
芸
術
作
品
は
そ
の
背
後
に
、
わ
れ
わ
れ
を
拒
絶
し
、
圧
倒
す
る

も
の
、
無
気
味
な
も
の
を
秘
め
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
(28)
、

ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
(29)
ら
は
、
そ
れ
に
直
面
し
、
圧
倒
さ
れ
た
状
態
を
統
合
失
調

症
の
中
に
見
た
。 

 

も
の
か
ら
道
具
性
が
剥
奪
さ
れ
た
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
次
の
統
合

失
調
症
者
の
手
記
は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

  

「
・
・
・
私
が
椅
子
と
か
、
水
差
と
か
を
眺
め
る
と
、
そ
の
使
用
法
と
か
機
能

を
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
―
―
例
え
ば
水
や
ミ
ル
ク
を
入
れ
る
も
の
と
し
て

の
水
差
と
か
、
腰
掛
け
る
も
の
と
し
て
の
椅
子
で
は
な
く
て
、
そ
の
名
前
や
、

機
能
や
、
意
味
を
失
っ
た
も
の
と
し
て
感
じ
る
の
で
し
た
。
即
ち
そ
れ
ら
は
『
事

物
』
と
な
り
、
生
き
始
め
存
在
し
始
め
る
の
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
存
在
は
、

非
常
な
恐
怖
を
ひ
き
起
こ
し
ま
し
た
。
非
現
実
の
場
面
で
、
私
の
感
覚
の
陰
鬱

な
静
け
さ
の
中
で
、
突
然
『
事
物
』
は
跳
び
上
が
る
の
で
し
た
。
青
い
花
を
生

け
た
石
の
壺
が
私
に
向
か
っ
て
、
そ
の
存
在
、
そ
の
実
存
で
挑
戦
し
て
い
ま
し

た
。
私
は
恐
怖
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
、
顔
を
そ
む
け
ま
し
た
。
私
の
視
線
は
ま

た
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
を
捉
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
も
生
き
て
お
り
、
そ
の
存
在

を
主
張
し
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
、
そ
れ
ら
の
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
ら
の
勢
力
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
私
は
『
椅
子
、
水
差
、
テ
ー
ブ
ル
、

そ
れ
は
椅
子
だ
』
な
ど
と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
言
葉
は
、
う
つ
ろ
に
響
き
、

す
べ
て
の
意
味
を
失
っ
て
い
ま
し
た
・
・
・
」
(30) 

  

李
賀
の
詩
は
こ
う
し
た
不
気
味
さ
を
、
そ
し
て
時
に
は
そ
れ
へ
の
抵
抗
を
描
い

た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
李
商
隠
が
指
向
す
る
「
滅

び
」、
な
い
し
「
無
」
は
い
さ
さ
か
性
質
を
異
に
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
そ
れ
は

よ
り
自
我
親
和
的
（
精
神
分
析
で
言
うIch

-nah

、Ich-gerecht

）
で
あ
り
、
恐
怖

の
対
象
で
は
な
く
愛
惜
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
滅
び
の
予
感
が
あ
ま
り
稀
な
も

の
で
は
な
く
な
っ
た
晩
唐
と
い
う
時
代
の
雰
囲
気
に
負
う
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
両
者
の
資
質
の
相
違
も
与
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

 
「
無
」
は
し
ば
し
ば
両
義
的
で
あ
り
、
存
在
に
対
比
さ
せ
ら
れ
て
専
ら
否
定
的

な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
逆
に
、
い
わ
ば
存
在
を
支
え
る
地
平
と

し
て
肯
定
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
和
辻
(31)
は
後

者
の
視
点
か
ら
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
論
じ
て
い
る
。 

 

彼
に
よ
れ
ば
「
も
の
」
と
は
意
味
、
、
と
物、
と
の
す
べ
て
を
含
ん
だ
一
般
的
な
、
限



 

（
七
八
） 

定
さ
れ
な
い
「
も
の
」
で
あ
る
。
限
定
さ
れ
た
何
も
の
で
も
な
い
、
、
と
と
も
に
、
限

定
さ
れ
た
も
の
の
す
べ
て

、
、
、
で
あ
る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
こ
う
し
た
「
も
の
」

が
持
つ
と
こ
ろ
の
「
あ
は
れ
」
―
―
「
も
の
」
が
限
定
さ
れ
た
個
々
の
も
の
に
現

れ
る
と
と
も
に
そ
の
本
来
の
限
定
さ
れ
な
い
「
も
の
」
に
帰
り
行
こ
う
と
す
る
休

む
と
こ
ろ
な
き
動
き
―
―
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
も
の
」と
は
一
つ
の
根
源
で
あ
り
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
究
極
的
に
は
こ
の
永
遠
の
根
源
へ
の
思
慕
で
あ
る
、
と

さ
れ
る
。
こ
の
記
述
は
全
く
異
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
、
ラ
カ
ン

の
「das 

D
in

g

」
な
る
概
念
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
人
間
が

も
早
期
に
始
源

の
母
親
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
再
び
回
復
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
快
感
覚
の
痕
跡
で

あ
り
、
永
遠
に
手
の
届
か
ぬ
彼
方
に
あ
っ
て
、
欠
如
や
喪
失
と
い
う
形
に
お
い
て

主
体
に
絶
対
の
探
求
を
命
ず
る
対
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「
も
の
」、
決
し
て
限
定
さ
れ
え
な
い
永
遠
の
根
源
と
は
、
結
局
は
「
無
」
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
は
さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
詠
嘆
」
を
根

拠
づ
け
る
も
の
が
こ
の
思
慕
で
あ
り
、
過
ぎ
行
く
も
の
、
、
を
通
じ
て
過
ぎ
行
か
ざ
る

永
遠
の
も
の
、
、
を
思
慕
す
る
感
情
は
「
悲
哀
」
で
あ
る
、
と
も
指
摘
す
る
。
李
商
隠

の
詠
じ
る
「
滅
び
」
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
は
共
感
と
愛
惜
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
と
通
底

す
る
部
分
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

  

以
上
、
李
商
隠
は
李
賀
の
、
伝
統
的
な
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
瑰

麗
奇
峭
な
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
で
織
り
成
さ
れ
た
奔
放
な
幻
想
世
界
を
敬
慕
し
、
憧

れ
、
そ
れ
に
倣
お
う
と
し
た
が
、
半
面
で
強
い
防
衛
機
制
に
よ
っ
て
そ
れ
を
自
ら

に
禁
じ
、「
狂
気
」
に
同
化
す
る
こ
と
を
抑
制
し
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。

よ
り
世
俗
的
な
生
活
者
で
あ
っ
た
李
商
隠
に
は
、
李
賀
の
狂
気
は
魅
力
的
で
あ
る

と
同
時
に
、
堪
え
が
た
い
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
李
賀
的
な
も
の

か
ら
の
逃
避
と
防
衛
に
お
い
て
、
自
ら
の
詩
境
を
創
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
無
題
」

詩
、
「
借
題
」
詩
を
中
心
と
す
る
定
型
詩
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
彼
は

secrétaire des aliénés 

と
い
う
よ
り
も
、spectateur sym

path
iq

ue des alién
és

と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 
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