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納
蘭
性
德
の
詞
に
つ
い
て

塚
本　

嘉
壽
*

*

つ
か
も
と
・
よ
し
ひ
さ
、
埼
玉
大
学
名
誉
教
授

注

こ
の
小
論
は
も
っ
ぱ
ら
「
盛
冬
鈴
選
注　

「
納
蘭
性
德
詞
選
」
（
中
国
歴
代
詩
人
選
集
三
六
）　

遠
流
出
版　

台
北　

一
九
八
八
年
」
（
文
献 

（10） 

）
に
よ
っ
て
い
る
が
、
本
書
は
納
蘭
性
德
の
詞
九
八
首
を
抜
粋
し

た
も
の
で
あ
る
。
不
十
分
な
資
料
に
基
い
て
い
る
た
め
、
論
旨
も
偏
頗
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
性
德
詞
の
一
側
面
だ
け
を
論
じ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

清
初
の
詞
人
納
蘭
性
德
の
詞
に
つ
い
て
異
常
心
理
学
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
彼
の
詞
に
は
「
夢
」
と
「
紅
」
と
い
う
文
字
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
「
夢
」

に
つ
い
て
は
北
宋
の
詞
人
晏
幾
道
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
の
使
い
方
の
異
同
を
論
じ
た
。
次
に
性
德
が
妻
に
夢
中
で
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
詩
句
に
つ

い
て
精
神
分
析
の
夢
理
論
か
ら
検
討
し
、
夢
の
三
次
加
工
と
い
う
新
た
な
仮
説
を
提
起
し
、
そ
の
視
点
か
ら
こ
の
詩
句
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
次
に
彼
の
悼
亡
詞
か
ら
、
彼
が

こ
の
生
を
い
つ
か
醒
め
る
べ
き
夢
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
現
実
と
よ
り
高
階
な
世
界
と
い
う
二
重
性
は
精
神
病
理
学
で
い
う
二
重
見
当
識
や
隣
接
現
実
と
い
う

視
点
か
ら
了
解
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
最
後
に
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
紅
と
朱
を
対
比
し
、
前
者
が
天
上
の
色
で
あ
る
青
へ
の
傾
性
を
、
後
者
が
現
世
的
な
色
で
あ
る

黄
へ
の
傾
性
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
言
う
よ
う
に
紅
は
内
に
抑
制
さ
れ
た
暗
い
燃
焼
で
あ
り
、
悲
哀
に
裏
打
ち
さ
れ
た
天
上
的
な
愛
を
表

わ
し
、
そ
れ
故
に
彼
が
紅
を
多
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
納
蘭
性
德
の
詞
、
夢
の
加
工
、
二
重
見
当
識
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一　

納
蘭
性
德
に
つ
い
て
注

　

納
蘭
性
德
は
順
治
十
一
年
（
一
六
四
五
年
）
十
二
月
十
二
日
、
北
京
に
生
ま
れ
た
。

名
は
成
德
、
の
ち
に
性
德
と
改
め
た
。
あ
ざ
な
は
容
若
、
楞
伽
山
人
と
号
し
た
。
女

真
四
部
の
中
の
葉
赫
部
の
裔
で
あ
り
、
正
黄
旗
に
属
し
て
い
た
。
父
明
珠
は
康
熙
帝

に
つ
か
え
て
兵
部
尚
書
か
ら
吏
部
尚
書
に
な
り
武
英
殿
大
学
士
に
至
っ
た
。
性
德
は

十
八
歳
で
郷
試
に
、
翌
年
会
試
に
合
格
し
た
が
病
を
得
て
し
ば
ら
く
休
養
し
、
二
二

歳
で
殿
試
に
合
格
し
進
士
と
な
っ
た
。
そ
し
て
三
等
侍
衛
を
授
け
ら
れ
、
ま
も
な
く

一
等
侍
衛
と
な
り
、
常
に
康
熙
帝
に
扈
従
し
て
中
国
各
地
を
巡
行
し
た
。
康
熙
二
一

年
（
一
六
八
二
年
）
に
は
黒
龍
江
方
面
に
派
遣
さ
れ
、
辺
境
少
数
民
族
の
反
乱
を
未

然
に
防
ぐ
功
を
あ
げ
た
。
し
か
し
康
熙
二
Ⅳ
年
五
月
三
十
日
、
寒
疾
を
得
て
三
十
一

歳
（
満
年
齢
で
は
三
十
歳
）
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
。

　

彼
は
書
法
に
優
れ
、
音
律
に
通
じ
、
騎
射
に
巧
み
で
あ
り
、
文
武
両
道
に
長
じ
て

い
た
。
十
九
歳
の
時
に
「
淥
水
亭
雑
識
」
と
い
う
一
種
の
評
論
集
を
出
版
し
、
ま
た

徐
乾
学
の
指
導
の
も
と
に
宋
元
以
来
の
経
解
を
集
め
て
「
通
志
堂
経
解
」
を
刻
し
た
。

ま
た
易
経
に
関
す
る
「
大
易
集
義
精
言
」
、
礼
に
関
す
る
「
陳
氏
礼
記
集
説
補
正
」

な
ど
を
撰
し
た
。

　

詞
集
と
し
て
は
康
熙
十
七
年
（
一
六
七
八
年
）
、
二
四
歳
の
時
に
「
側
帽
詞
」
が

刊
行
さ
れ
た
。
「
側
帽
」
と
い
う
名
称
は
、
か
つ
て
北
周
に
独
孤
信
と
い
う
美
男
子

が
お
り
、
狩
を
お
え
て
夕
方
に
城
に
帰
っ
た
時
、
そ
の
帽
子
が
少
し
傾
い
て
い
て
風

流
な
佇
い
で
あ
っ
た
の
で
世
人
が
み
な
そ
れ
を
ま
ね
た
、
と
い
う
故
事
に
基
く
と
さ

れ
る
。
し
か
し
中
田

（4）
は
、
む
し
ろ
性
德
が
好
ん
だ
晏
幾
道
の
「
側
帽
風
前
花
滿
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路
」
（
淸
平
楽
）
に
基
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
詞
人

顧
貞
観
が
性
德
の
新
ら
し
い
詞
を
集
め
て
「
飲
水
詞
」
と
し
て
刊
行
し
た
。
「
飲
水
」

と
い
う
名
称
は
「
伝
燈
録
」
に
あ
る
禅
語
「
如
人
飲
水　

冷
暖
自
知
」
か
ら
と
っ
た

と
さ
れ
る
。
こ
の
両
詞
集
は
現
在
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
中
田
に
よ
れ
ば
康
熙
三
十

年
（
一
六
九
一
年
）
、
彼
が
没
し
て
七
年
後
に
徐
乾
学
が
遺
著
を
集
め
た
中
の
詞
四

巻
三
百
闋
が
現
存
す
る
も
っ
と
も
確
実
な
資
料
で
あ
る
。
中
田
、
盛
冬
鈴

（10）
は
さ
ら

に
諸
種
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
省
略

し
た
い
。

　

性
德
は
康
熙
十
三
年
（
一
六
七
四
年
）
、
二
十
歳
時
に
十
八
歳
の
盧
氏
と
結
婚
し
た
。

両
人
は
相
思
相
愛
で
彼
は
新
婚
生
活
に
溺
れ
た
。
そ
の
あ
り
さ
ま
を
詠
っ
た
「
浣
溪

沙
」
一
首

　

十
八
年
來
堕
世
間

　

吹
花
嚼
蕊
弄
冰
絃

　

多
情
情
寄
阿
誰
邊

　　

紫
玉
釵
斜
燈
影
背

　

紅
緜
粉
冷
枕
函
偏

　

相
看
好
處
却
無
言

十
八
年
前
に
こ
の
世
に
謫
せ
ら
れ
て
生
ま
れ
、
純
潔
な
生
活
を
送
っ
て
き
た
仙
女
を
、

自
分
は
愛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
幸
福
な
生
活
も
長
く
続
か
ず
、
盧
氏
は
三
年
後
の
五
月
三
十
日
、
奇
し
く

も
八
年
後
に
性
德
が
没
す
る
こ
と
に
な
る
同
日
に
難
産
の
た
め
逝
去
し
た
。
彼
の
悲

し
み
は
深
く
、
彼
は
後
々
に
至
る
ま
で
多
く
の
悼
亡
詞
を
作
り
つ
づ
け
た
。

　

後
に
彼
は
官
氏
を
娶
っ
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
筆
者
は
そ
れ
が
何
年
の
こ
と
か
審
か

に
し
え
な
い
。
盛
に
よ
れ
ば
後
年
、
塞
外
に
行
役
し
て
多
く
思
家
の
詞
を
作
っ
た
が
、

そ
の
対
象
は
官
氏
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
指
摘
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
喪
の
作
業
」

は
無
事
に
達
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
盛
は
、
性
德
が
黒

龍
江
辺
に
視
察
に
赴
い
た
時
（
康
熙
二
一
年
）
、
秋
海
棠
が
咲
い
た
こ
と
に
触
発
さ

れ
て
作
っ
た
詞
「
臨
江
仙
」
「
（
六
曲
闌
千
三
夜
雨
）
」
中
に
「
舊
歓
」
「
腸
欲
斷
」
な

ど
の
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
京
を
出
発
し
て
ひ
と
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
現
在

の
妻
に
こ
う
し
た
気
持
を
抱
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
前
妻
へ
の
思
い
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
喪
へ
の
作
業
」
は
十
分
に
は
達
成
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
達
成
さ
れ
て
い
て
も
時
に
前
妻
を
し
の
ぶ
の
は
当
然

と
い
う
こ
と
か
。
こ
の
時
代
、
貴
族
の
男
性
は
多
く
の
女
性
と
関
わ
る
こ
と
が
普
通

で
あ
っ
た
が
（
盛
は
「
紅
樓
夢
」
第
五
七
回
の
黛
玉
の
侍
女
紫
鵑
の
言
葉
を
引
い
て

い
る
）
、
性
德
は
一
人
の
女
性
に
深
い
愛
情
を
抱
き
つ
づ
け
る
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
二
人
の
妻
に
対
す
る
思
い
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
詳
し

く
は
知
り
え
な
い
。

　

彼
は
ま
た
交
誼
を
重
ん
じ
、
詞
も
知
友
と
の
贈
答
の
作
が
も
っ
と
も
多
く
、
さ
ら

に
は
友
情
の
あ
つ
さ
を
あ
ら
わ
す
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。

　

中
田
は
彼
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
言
う
。
彼
は
貴
冑
に
生
ま
れ
た
け
れ
ど
も
神
仙

の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
、
名
利
を
求
め
ず
、
俗
塵
を
い
と
い
、
人
の
世
を
露
の
ご
と

く
は
か
な
い
も
の
と
観
じ
て
、
営
営
と
し
て
こ
の
世
に
苦
し
む
よ
り
も
一
杯
の
酒
を

く
ん
で
古
人
を
懐
う
に
し
く
は
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
他
方
で
、
生
来
、
人
の
世
の

愁
と
悲
し
み
を
背
負
う
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
、
と
。

　

盛
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
性
德
が
憂
国
憂
民
、
経
世
済
国
の
志

を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
名
門
の
出
身
で
政
治
の
中
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枢
に
近
く
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

盛
は
ま
た
、
彼
の
憂
愁
が
封
建
制
度
崩
壊
前
夜
の
統
治
階
級
の
矛
盾
に
由
来
す
る
と

の
研
究
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
。

　

性
德
の
作
品
に
つ
い
て
中
田
は
、
小
令
に
は
唐
五
代
詞
風
の
も
の
と
北
宋
風
の
も

の
と
が
あ
り
、
慢
詞
は
蘇
軾
、
秦
観
、
周
邦
彦
、
と
り
わ
け
蘇
軾
に
近
い
と
指
摘
し

て
お
り
、
盛
は
彼
が
同
時
代
の
詞
人
、
朱
彝
尊
の
婉
約
と
陳
維
松
の
豪
放
の
双
方
の

特
質
を
も
ち
な
が
ら
、
朱
よ
り
も
さ
ら
に
自
然
で
真
意
多
く
、
陳
よ
り
も
さ
ら
に
沈

着
で
余
韻
が
あ
る
、
と
賞
讃
し
て
い
る
。

　

筆
者
に
は
蘇
軾
の
柔
軟
で
強
靭
な
現
実
吟
味
能
力
、
徹
底
的
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
性
向
と
、
性
德
の
繊
細
で
脆
弱
な
性
向
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
に
も
影

響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
蘇
軾
に
は
遠
く
、
む
し
ろ
秦
観
に
近
い
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
「
豪
放
」
も
疑
わ
し
い
。
た
と
え
ば
盛
は
跌
宕
雄
奇
な

作
の
例
と
し
て
「
金
樓
曲
、
贈
梁
汾
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
詞
は
親
友
の
顧
貞
観

が
描
い
た
側
帽
投
壷
図
に
題
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
自
分
の
気
持
を
理
解

し
て
く
れ
る
人
な
ど
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
君
の
よ
う
な
人
と
真
の
知
己
に
な

れ
た
、
心
ゆ
く
ま
で
杯
を
か
わ
そ
う
、
誰
か
に
陰
口
を
た
た
か
れ
よ
う
と
意
に
介
さ

な
い
、
「
一
日
心
期
千
劫
在　

後
身
緣　

恐
結
他
生
裏　

然
諾
重　

君
須
記
」
、
来
世

ま
で
も
親
友
な
の
だ
、
君
よ
そ
の
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
内
容

で
、
高
揚
し
た
自
己
陶
酔
、
依
存
欲
求
に
裏
打
ち
さ
れ
た
献
身
と
暗
黙
の
幻
想
的
一

体
感
の
要
請
が
顕
著
な
詞
と
い
え
る
。
豪
放
で
は
な
く
柔
脆
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

彼
の
基
底
に
は
気
質
に
由
来
す
る
の
か
、
大
貴
族
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
環
境
に

由
来
す
る
の
か
、
繊
細
で
温
柔
、
お
そ
ら
く
は
過
剰
に
充
足
さ
れ
た
依
存
性
に
基
く

対
象
希
求
性
、
分
析
風
の
品
の
な
い
表
現
を
用
い
れ
ば
口
愛
期
へ
の
固
着
傾
向
が
あ

り
、
豪
放
と
か
慷
慨
な
ど
は
表
層
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

二　

「
夢
」
に
つ
い
て

　

彼
の
作
品
に
は
「
夢
」
と
い
う
文
字
が
頻
出
す
る
。
彼
に
と
っ
て
夢
と
は
ど
の
よ

う
な
事
象
で
あ
っ
た
の
か
。

　

こ
の
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
同
じ
く
「
夢
」
を
多
用
し
彼
に
影
響
を

与
え
た
と
思
わ
れ
る
晏
幾
道
の
作
品
を
瞥
見
し
て
み
た
い
。
中
田
は
性
德
が
夢
と
情

熱
の
詞
人
晏
小
山
（
幾
道
）
の
詞
風
を
よ
く
学
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
幾
道
詞

の
一
例
。

　
　

南
鄕
子

　

新
月
又
如
眉

　

長
笛
誰
教
月
下
吹

　

樓
倚
暮
雲
初
見
雁

　

南
飛

　

漫
道
行
人
雁
後
歸

　

意
欲
夢
佳
期

　

夢
裏
關
山
路
不
知

　

卻
待
短
書
來
破
恨

　

應
遲

　

還
是
涼
生
玉
枕
時

夢
の
中
で
逢
い
た
い
の
に
、
夢
の
中
で
さ
え
遠
く
関
山
を
隔
て
て
道
も
わ
か
ら
な
い
、
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と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詞
に
つ
い
て
陳
永
正

（9）
は
言
う
。
新
月
が
ま
た
眉
の

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
句
は
、
思
い
人
を
待
ち
わ
び
て
樓
に
倚
る
事
態
が
一
朝
一
夕

の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
第
五
句
は
隋
の
薛
道
衡
の
「
人
日
思
歸
」

詩
中
の
「
人
歸
落
雁
後　

思
發
在
花
前
」
と
い
う
句
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
ま
た
後
闋

第
三
行
で
長
信
と
言
わ
ず
に
短
書
と
言
っ
た
の
は
、
短
か
い
便
り
で
さ
え
も
あ
っ
て

く
れ
れ
ば
悲
し
み
が
慰
め
ら
れ
る
の
に
、
と
い
う
巧
み
な
表
現
で
あ
る
、
と
。
さ
ら

に
彼
は
、
幾
道
は
両
宋
を
通
じ
て
小
令
の
最
高
峰
で
あ
り
、
六
百
年
後
の
性
德
が
彼

に
匹
敵
す
る
こ
と
、
ま
た
幾
道
に
は
夢
の
中
で
思
い
人
を
訪
ね
る
と
い
う
発
想
が
多

い
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
沈
約
の
「
別
范
安
成
」
詩
に
あ
る
「
夢
中
不
知
路

　

何
以
慰
相
思
」
と
い
う
句
、
「
韓
非
子
」
に
記
載
す
る
、
張
敏
が
常
に
は
逢
う
こ

と
の
で
き
な
い
親
友
高
恵
を
夢
の
中
で
訪
ね
、
道
に
迷
っ
て
逢
え
な
か
っ
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
な
ど
が
念
頭
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

試
み
に
性
德
の
詞
も
一
例
を
引
い
て
み
た
い
。

　
　

采
桑
子

　

誰
翻
樂
府
淒
涼
曲

　

風
也
蕭
蕭

　

雨
也
蕭
蕭

　

瘦
盡
燈
花
又
一
宵

　

不
知
何
事
縈
懷
抱

　

醒
也
無
聊

　

醉
也
無
聊

　

夢
也
何
曾
到
謝
橋

盛
の
注
に
よ
れ
ば
、
翻
と
は
原
作
を
改
修
す
る
こ
と
で
あ
り
、
燈
花
と
は
は
ぜ
て
花

の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
燈
芯
の
も
え
の
こ
り
で
あ
る
。
前
闋
は
風
や
雨
の
音
が
楽
府

の
淒
涼
の
曲
よ
り
も
さ
ら
に
も
の
さ
び
し
く
、
今
宵
も
や
せ
細
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に

苦
し
い
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
闋
で
は
ま
と
わ
り
つ
く
思
い
に
醒
め
て
も

醉
っ
て
も
よ
る
べ
な
く
、
夢
の
中
で
さ
え
謝
橋
に
到
り
え
な
い
、
と
い
う
。
唐
宋
以

来
の
詩
人
は
し
ば
し
ば
、
南
朝
の
貴
姓
で
あ
っ
た
謝
、
蕭
を
用
い
、
恋
人
を
「
謝
娘
」

「
蕭
娘
」
と
称
し
、
謝
橋
と
は
そ
の
恋
人
が
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

両
作
品
は
と
も
に
似
た
よ
う
な
豔
情
の
詞
で
あ
り
、
夢
に
よ
っ
て
は
か
な
さ
、
た

よ
り
な
さ
、
多
少
の
神
秘
感
、
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
そ
増
幅
さ
れ
る
隔
絶
観
を
表
現

す
る
点
で
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
中
田
、
盛
と
も
、
性
德
が
幾
道
の

影
響
を
受
け
て
、
「
夢
」
と
い
う
文
字
を
多
用
し
て
い
る
、
と
直
接
指
摘
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
。

　

こ
こ
で
更
め
て
幾
道
と
性
德
の
夢
に
関
す
る
類
似
点
を
あ
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
幾

道
の
「
夢
」
は
ほ
と
ん
ど
が
「
夢
で
逢
い
た
い
」「
夢
で
も
逢
い
が
た
い
」「
夢
で
逢
っ

た
が
め
ざ
め
る
と
空
し
い
」「
夢
で
逢
い
た
い
の
に
夢
み
る
こ
と
さ
え
か
な
わ
な
い
」
、

あ
る
い
は
単
に
「
夢
を
想
起
す
る
（
し
か
し
夢
の
中
の
な
ん
ら
か
の
体
験
が
暗
に
示

唆
さ
れ
る
）
」
と
い
う
事
態
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
夢
」
を
用
い

た
数
多
い
作
品
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
例
の
み
を
例
示
し
た
い
。

　

夢
魂
慣
得
無
拘
檢　

又
踏
楊
花
追
謝
橋　

「
鷓
鴣
天
（
小
令
尊
前
見
玉
蕭
）
」

　

意
欲
夢
佳
期　

夢
裏
關
山
路
不
知　

「
前
出
南
鄕
子
（
新
月
又
如
眉
）
」

　

夢
覺
春
衾　

江
南
依
舊
遠　

「
淸
商
怨
（
庭
花
香
信
尚
淺
）
」
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夢
魂
縱
有
也
成
虚　

那
堪
和
夢
無　

「
阮
郎
歸
（
舊
香
殘
粉
似
當
初
）
」

　

春
思
重　

曉
妝
遲　

尋
思
殘
夢
時　

「
更
漏
子
（
柳
絲
長
）
」

ま
っ
た
く
同
想
の
作
品
が
性
德
に
も
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
も
一
例
の
み
を
あ
げ
た

い
。

　

夢
好
莫
催
醒　

由
他
好
處
行　

「
菩
薩
蠻
（
朔
風
吹
散
三
更
雪
）
」

　

不
知
何
事
縈
懷
抱　

醒
也
無
聊　

醉
也
無
聊　

夢
也
何
曾
到
謝
橋　

「
前
出
采
桑

子
（
誰
翻
樂
府
淒
涼
曲
）
」

　

朝
淚
如
潮　

昨
夜
香
衾
覺
夢
遙　

「
采
桑
子
（
涼
生
露
氣
湘
絃
潤
）
」

　

生
憎
畫
鼓
樓
頭
急　

不
放
征
人
夢
裏
還　

「
鷓
鴣
天
（
冷
露
無
聲
夜
欲
闌
）
」

　

無
言
暗
將
紅
淚
彈　

闌
珊　

香
銷
輕
夢
還　

「
河
傳
（
春
殘
紅
怨
）
」

　

こ
れ
ら
の
用
法
と
は
別
に
、
生
の
は
か
な
さ
を
夢
に
た
と
え
た
詞
句
も
両
者
に
存

在
す
る
。
若
干
例
。
幾
道
の
作
品
と
し
て
は

　

夢
雲
歸
處
難
尋　

微
涼
暗
入
香
襟　

「
淸
平
樂
（
沈
思
暗
記
）
」

　　

春
夢
秋
雲　

聚
散
眞
容
易　

「
蝶
戀
花
（
醉
別
西
樓
醒
不
記
）
」

　

客
情
今
古
道　

秋
夢
短
長
亭　

「
臨
江
仙
（
淡
水
三
年
歡
意
）
」

な
ど
。
性
德
の
作
品
と
し
て
は

　

驚
節
序　

歎
沈
浮　

穠
華
如
夢
水
東
流　

「
鷓
鴣
天
（
獨
背
殘
陽
上
小
樓
）
」

　

此
情
己
自
成
追
憶　

零
落
鴛
鴦　

雨
歇
微
涼　

十
一
年
前
夢
一
場　

「
采
桑
子
（
謝

家
庭
院
殘
更
立
）
」

　

韶
華
如
夢　

爲
尋
好
夢
擔
閣　

「
念
如
嬌
（
片
紅
飛
減
）
」

な
ど
。

　

同
じ
は
か
な
さ
で
も
個
人
的
な
生
で
は
な
く
、
王
朝
の
隆
替
や
建
功
、
時
代
の
趨

勢
な
ど
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
対
象
を
テ
ー
マ
に
し
た
詞
句
は
、
性
德
に
は
あ
っ
て

も
幾
道
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

如
夢
前
朝
何
處
也　

一
曲
邊
愁
難
寫　

「
淸
平
樂
（
泠
泠
徹
夜
）
」

　

靑
海
不
來
如
意
夢　

紅
箋
暫
寫
違
心
字　

「
滿
江
紅
（
代
北
燕
南
）
」

　

不
恨
天
涯
行
役
苦　

只
恨
西
風　

吹
夢
成
今
古　

「
蝶
戀
花
（
又
到
綠
楊
曾
析
處
）
」

な
ど
。こ
れ
は
幾
道
が
宰
相
の
子
息
で
あ
り
な
が
ら
立
身
せ
ず
、
零
落
し
て
世
を
去
っ

た
こ
と
と
、
性
德
が
皇
帝
に
愛
さ
れ
て
高
い
官
職
に
あ
っ
た
こ
と
と
の
差
に
由
来
し
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て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
夢
に
つ
い
て
両
者
が
最
も
異
な
る
の
は
、
幾
道
が
夢
を
夢
想
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
、
感
傷
的
懐
古
あ
る
い
は
空
虚
な
願
望
充
足
の
手
段
と
捉
え
て
い
る
の

に
対
し
、
性
德
は
、
同
様
の
例
も
多
い
が
さ
ら
に
、
夢
に
真
摯
に
、
現
実
的
に
対
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
こ
の
現
実
を
超
出
し
た
高
階
の
世
界
と
し
て
も
捉
え
て

い
る
点
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

三　

夢
の
加
工

　

性
德
は
幾
道
に
比
し
て
よ
り
真
摯
に
夢
に
対
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
若
干

例
を
あ
げ
た
い
。

　

遺
容
在　

只
靈
風
一
轉　

未
許
端
詳　

「
泌
園
春
（
瞬
息
浮
生
）
」

　

夢
也
不
分
明　

又
何
必　

催
教
夢
醒　

「
太
常
引
（
晩
來
風
起
撼
花
鈴
）
」

　

見
説
征
夫
容
易
瘦　

端
相　

夢
裏
回
時
仔
細
量　

「
南
鄕
子
（
鴛
瓦
已
新
霜
）
」

　

向
夢
裏　

聞
低
喚　

「
金
縷
曲
（
生
怕
芳
尊
滿
）
」

あ
な
た
（
妻
）
の
姿
を
よ
く
よ
く
見
よ
う
と
し
た
が
場
面
が
一
転
し
て
そ
れ
も
か
な

わ
な
か
っ
た
、
夢
で
は
も
と
も
と
（
あ
な
た
の
姿
が
）
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た

の
に
、
そ
の
上
に
夢
を
醒
ま
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
、
征
戍
に
従
っ
た
人
は
皆
や

せ
て
し
ま
う
と
聞
き
、
夢
の
中
で
そ
れ
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
、
夢
の
中
で
あ
な
た

が
何
か
を
小
声
で
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
、
な
ど
な
ど
。
こ
う
し
た
表
現
は
夢
の

本
質
的
な
曖
昧
さ
、
浮
動
性
、
多
義
性
を
、
そ
し
て
そ
れ
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
、

知
覚
の
よ
う
な
客
体
性
、
他
者
性
を
も
た
ず
、
想
像
の
よ
う
な
自
発
性
、
自
由
性
を

も
た
な
い
、
し
か
し
そ
の
両
者
を
い
く
分
か
は
併
有
し
て
い
る
一
つ
の
世
界
、
の
存

在
を
精
確
に
直
視
し
て
お
り
、
そ
こ
に
幾
道
と
は
異
な
る
一
種
の
近
代
性
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
泌
園
春
」
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
出
来
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
丁

巳
（
康
熙
十
六
年
、
五
月
に
妻
が
亡
く
な
っ
た
年
）
、
重
陽
の
三
日
前
に
妻
が
簡
素

な
衣
服
で
夢
に
現
れ
、
手
を
と
り
語
り
あ
っ
た
が
内
容
は
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
た

だ
別
れ
る
時
に
「
銜
恨
願
爲
天
上
月　

年
年
猶
得
向
郎
圓
」
と
い
う
句
を
口
に
し
た
。

彼
女
は
あ
ま
り
詩
に
巧
み
で
は
な
か
っ
た
の
に
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
句
を
作
り
え

た
の
か
。
そ
こ
で
め
ざ
め
て
か
ら
こ
の
詞
を
作
る
こ
と
に
し
た
、と
い
う
の
で
あ
る
。

多
く
語
り
あ
っ
た
が
よ
く
思
い
出
せ
な
い
、
と
い
っ
た
記
述
は
、
夢
の
曖
昧
さ
、
客

観
的
事
態
よ
り
も
感
じ
方
、
印
象
が
優
越
す
る
そ
の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
詩
句
が
本
当
に
夢
中
で
与
え
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
妻
に
属
す

る
も
の
で
は
な
く
性
德
に
属
す
る
そ
れ
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
当
然
に
出

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
妻
に
属
す
る
も
の
と
し
て
不
思
議
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
。

　

こ
こ
で
い
さ
さ
か
迂
路
に
な
る
が
、
夢
の
加
工
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

　

フ
ロ
イ
ト
は
夢
の
加
工
（B

earbeitung

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
夢
は
ま
ず
圧

縮
、
置
き
換
え
、
形
象
化
（
思
考
を
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
す
る
こ
と
）
に
よ
っ

て
加
工
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
ま
だ
不
条
理
で
歪
曲
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
に

脈
絡
を
つ
け
、
間
隙
を
う
ず
め
、
選
別
し
加
筆
し
て
理
解
可
能
な
統
一
体
へ
と
も
た
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ら
す
過
程
が
二
次
加
工
（sekundäre B

earbeitung

）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
し

ば
し
ば
そ
れ
自
体
が
願
望
充
足
の
表
現
で
あ
る
白
昼
夢
を
利
用
し
た
り
す
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
彼
は
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
夢
研
究
者

モ
ー
リ
の
例
。
モ
ー
リ
は
病
気
で
ベ
ッ
ド
に
寝
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
の
恐

怖
政
治
の
夢
を
み
た
。
む
ご
た
ら
し
い
殺
戮
の
場
を
見
た
あ
と
、
彼
自
身
も
裁
判
に

か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
、
マ
ラ
ー
、
フ
ー
キ
ェ
・

タ
ン
ヴ
ィ
ル
そ
の
他
の
英
雄
た
ち
も
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
り
、
つ
い
に
有

罪
の
宣
告
が
な
さ
れ
た
。
彼
は
無
数
の
群
衆
に
つ
き
ま
と
わ
れ
つ
つ
刑
場
に
ひ
き
出

さ
れ
、
断
頭
台
に
の
ぼ
っ
た
。
板
に
縛
り
つ
け
ら
れ
そ
の
板
が
く
る
り
と
返
る
。
ギ

ロ
チ
ン
の
刃
が
落
ち
て
く
る
。
彼
は
首
が
胴
体
か
ら
離
れ
る
の
を
感
じ
て
恐
ろ
し
さ

の
あ
ま
り
眼
を
覚
ま
し
た
。
す
る
と
―
―
ベ
ッ
ド
の
板
が
落
ち
て
、
ち
ょ
う
ど
ギ
ロ

チ
ン
の
刃
そ
の
ま
ま
に
彼
の
頸
椎
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
に
つ
い

て
フ
ロ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
モ
ー
リ
は
以
前
か
ら
フ
ラ

ン
ス
革
命
で
活
躍
す
る
空
想
を
も
っ
て
い
た
が
、
覚
醒
刺
激
を
認
知
し
た
瞬
間
に
そ

れ
が
喚
起
さ
れ
た
―
―
彼
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
曲
を
奏
で
始
め
た
」
の
で
あ
る
。
あ

ら
か
じ
め
完
成
さ
れ
て
い
た
空
想
は
睡
眠
中
に
そ
の
と
お
り
反
復
さ
れ
る
必
要
は
な

い
。
「
軽
く
指
で
触
れ
ら
れ
」
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
り
、
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
覚

醒
し
た
人
間
の
記
憶
の
な
か
に
お
い
て
初
め
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

夢
は
常
に
過
去
形
で
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
夢
と
は
夢
の
想
起
と
相
関
的
で

あ
る
、
と
い
う
説
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
夢
に
脈
絡
を
つ
け
る

過
程
を
夢
自
体
に
帰
属
さ
せ
る
学
者
も
、
夢
と
覚
醒
時
の
双
方
に
帰
属
さ
せ
る
学
者

も
、
覚
醒
に
の
み
帰
属
さ
せ
る
学
者
も
存
在
し
た
。
ゴ
ブ
ロ
ー
や
フ
ー
コ
ー
な
ど
の

当
時
の
夢
研
究
者
は
、
夢
は
眼
を
さ
ま
す
瞬
間
に
作
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
は

「
睡
眠
時
の
思
考
の
中
に
存
在
す
る
形
象
を
以
て
夢
を
作
り
あ
げ
る
機
能
を
覚
醒
時

の
思
考
に
属
す
る
も
の
と
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　

ゴ
ブ
ロ
ー
や
フ
ー
コ
ー
の
考
え
は
ま
っ
た
く
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
支

持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
代
の
哲
学
者
大
森

（6） 

（7）
は
過
去
体
験
自
体
と
い
っ

た
も
の
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
過
去
論
を
夢
体
験
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て

解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
私
が
昨
夜
の
夢
を
想
起
し
、
そ
の
中
で

高
い
ビ
ル
か
ら
鳥
の
よ
う
に
飛
び
降
り
た
と
想
起
す
る
時
、
そ
れ
は
誤
り
で
、
飛
び

降
り
た
の
で
は
な
く
本
当
は
墜
落
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
墜
落

し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
墜
落
し
た
と
想
起
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か

し
私
は
飛
び
降
り
た
と
想
起
し
て
い
る
の
だ
か
ら
墜
落
し
た
と
想
起
す
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
夢
は
ま
さ
に
想
起
さ
れ
る
通
り
の
夢
で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
の
想
起
が

誤
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

や
が
て
彼
は
こ
の
見
解
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
て
夢
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
に
至

る
。
夢
を
み
た
と
い
う
体
験
で
実
際
に
生
じ
て
い
る
の
は
、
ベ
ッ
ド
の
中
で
み
た
夢

を
目
覚
め
て
か
ら
想
起
す
る
、
と
い
う
二
分
節
的
な
事
態
で
は
な
く
、
常
に
目
覚
め

て
の
夢
の
想
起
と
い
う
単
純
な
事
態
な
の
で
あ
る
。
夢
み
る
こ
と
な
ど
そ
も
そ
も
存

在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
覚
醒
時
に
全
く
偶
然
に
不
条
理
に
唐
突
に
一

つ
の
思
い
を
想
起
し
、
そ
れ
を
自
分
の
経
験
の
歴
史
の
一
貫
性
に
収
納
し
き
れ
な
い

た
め
に
、
睡
眠
と
い
う
過
去
の
空
白
部
に
押
し
こ
め
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

彼
が
夢
の
否
定
に
か
く
も
こ
だ
わ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
ラ
ッ
セ
ル

（8）
の
「
…
今

起
こ
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
未
来
に
起
き
る
で
あ
ろ
う
い
か
な
る
こ
と
も
、
世
界
が

五
分
前
に
始
ま
っ
た
と
す
る
仮
説
を
反
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
過
去

の
知
識
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
は
、
過
去
と
は
論
理
的
に
独
立
で
あ
る
。
」
と
い
う
説

に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
過
去
そ
れ
自
体
と
い
う
経
験
を
超
越
し
た
も
の
を
認
め
ず
、
生

き
生
き
と
し
た
現
在
た
だ
い
ま
の
経
験
に
過
去
も
未
来
も
包
摂
し
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
の
恰
好
の
モ
デ
ル
と
し
て
―
―
誰
も
が
経
験
す
る
と
い
う
理
由
か
ら

で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
他
に
適
切
な
そ
れ
が
一
つ
も
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
―
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―
選
ば
れ
た
の
が
、
不
幸
な
こ
と
に
夢
な
の
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
い
く
つ
か
の
曲
折
を
経
て
最
終
的
に
、
社
会
的
な
言
語
実
践
に
よ
っ
て
制
度

的
に
真
と
承
認
さ
れ
た
「
過
去
物
語
」
こ
そ
が
過
去
で
あ
る
と
述
べ
る
に
至
る
。

　

…
想
起
に
際
し
て
知
覚
風
景
（
そ
れ
も
時
に
は
生
き
生
き
し
た
鮮
や
か
な
）
が
念

頭
に
浮
か
ぶ
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
同
伴
す
る
風
景
ら
し
い
も
の
は
実
は
知
覚

的
な
想
像
な
の
で
あ
っ
て
、
真
の
想
起
で
あ
る
言
語
的
命
題
群
の
挿
し
絵
で
あ
り
図

解
な
の
で
あ
る
。
…
想
起
さ
れ
る
の
は
言
語
的
命
題
群
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
イ
ラ
ス

ト
す
る
知
覚
的
図
解
は
単
な
る
補
助
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
み
て
と
る
の
は
か
な
り

の
難
事
で
、
長
期
間
の
自
己
訓
練
が
必
要
な
こ
と
は
自
分
自
身
の
経
験
か
ら
も
わ

か
っ
て
い
る
。

大
森
に
し
て
、
過
去
の
光
景
が
単
な
る
イ
ラ
ス
ト
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
看
取
す
る
の

に
長
期
間
か
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
納
得
す
る
の
は
極
め
て

困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
長
期
間
の
「
自
己
訓
練
」
が
真
実
に
到
達
す
る
た
め

の
そ
れ
な
の
か
、
過
去
が
言
語
実
践
に
よ
っ
て
社
会
的
に
制
作
さ
れ
る
と
い
う
発
想

を
、
自
ら
の
実
感
を
圧
殺
し
て
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
れ
な
の
か
、
多
少
の
疑

い
の
余
地
は
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
。

　

こ
の
過
去
論
に
対
し
て
野
矢

（5）
は
、
過
去
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
言
語
実
践
に
お

け
る
過
去
時
制
の
使
用
が
与
え
る
の
で
あ
り
、
想
起
に
伴
う
な
ん
ら
か
の
経
験
の
質

（
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
「
な
じ
み
の
感
じ
」
な
ど
）
が
与
え
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う

部
分
は
大
森
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
。
し
か
し
想
起
と
独
立
し
た
過
去
世
界
自
体
が

存
在
し
な
い
、
と
す
る
部
分
に
は
反
対
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
記
憶
は
想
起
（
思

い
出
す
こ
と
）
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
小
学
校
の
校
歌
を
覚
え
て
い
る
と
い
っ
た

「
覚
え
て
い
る
こ
と
」
（
彼
は
そ
れ
を
習
慣
記
憶
と
仮
称
し
て
い
る
）
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
習
慣
記
憶
は
過
去
と
志
向
的
に
で
は
な
く
因
果
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
非

言
語
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
含
む
習
慣
記
憶
は
想
起
に
お
け
る
「
語
ら
れ
る
過
去
」
で
は

な
く
、
「
語
ら
せ
る
過
去
」
と
し
て
私
を
触
発
し
て
私
に
想
起
の
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ

を
生
じ
さ
せ
る
、
と
彼
は
言
う
。
こ
の
い
わ
ば
「
過
去
自
体
」
の
存
在
を
認
め
る
所

説
は
夢
に
対
し
て
も
援
用
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
漸
く
「
夢
自

体
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
夢
が
め
ざ
め
た
瞬
間
に

全
く
偶
然
に
不
条
理
に
唐
突
に
想
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
大
森
説
よ
り
は
、

夢
に
は
何
ら
か
の
原
因
が
あ
る
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
説
を
支
持
す
る
も
の
に
も
な
る
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
、
は
か
ら
ず
も
主
張
さ
れ
た
極
端
な
二
次
加
工
肯
定
論
（
も
は
や
二
次
と
は

言
え
な
い
わ
け
で
あ
る
が
）
に
対
し
、
現
代
の
精
神
分
析
で
は
二
次
加
工
自
体
を
否

定
す
る
学
説
も
存
在
す
る

（3）
。
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
夢
と
は
睡
眠
の
保
護
を
目
的
と

す
る
と
同
時
に
、
無
意
識
的
欲
望
（
潜
在
内
容
）
を
圧
縮
、
置
き
換
え
、
形
象
化
な

ど
の
加
工
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
機
械
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
創
造
的
な
要

素
は
全
く
存
在
し
な
い
。
加
工
が
不
十
分
で
あ
っ
て
欲
望
が
意
識
化
さ
れ
そ
う
な
場

合
に
は
検
閲
が
働
い
て
さ
ら
な
る
偽
装
が
施
さ
れ
、
夢
は
い
っ
そ
う
不
条
理
で
脈
絡

を
欠
い
た
も
の
に
な
る
。
し
か
し
検
閲
は
一
種
の
緊
張
な
の
で
睡
眠
保
護
と
い
う
目

的
に
は
抵
触
す
る
。
他
方
、
意
識
は
明
晰
で
一
貫
し
た
論
理
的
物
語
構
造
を
求
め
て

い
る
。
二
次
加
工
と
い
う
概
念
は
こ
の
諸
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
全

く
の
虚
構
で
あ
る
。
夢
自
体
が
現
実
の
経
験
の
一
様
式
で
あ
る
こ
と
、
夢
が
機
械
的

作
業
過
程
で
は
な
く
豊
か
な
情
動
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
そ
れ

は
必
要
な
い
概
念
に
な
る
、
と
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
夢
は
意
味
生
成

の
営
み
で
あ
り
、
小
規
模
で
あ
っ
て
も
芸
術
作
品
と
同
じ
価
値
と
構
造
を
も
つ
。
わ

れ
わ
れ
は
夢
に
お
い
て
創
造
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
的
健
康
を
保
つ
。
さ
ら

に
人
は
夢
を
他
者
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
と
の
相
互
理
解
や
信
頼
を
得
る
こ
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と
に
な
る
と
も
言
わ
れ
る
。

　

夢
を
語
る
こ
と
が
他
者
と
の
深
い
交
流
を
可
能
に
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
外
国
旅
行
と
夢
の
話
だ
け
は
他
人
に
語
る
な
と
言
わ
れ
て
い
る
。

本
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
深
い
感
銘
を
受
け
た
と
し
て
も
、
語
ら
れ
る
他
人
に
と
っ
て

は
退
屈
極
ま
り
な
い
話
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
夢
の
伝
達
が
価
値
を
も
つ
の
は
転
移

や
同
一
化
、
解
釈
の
共
有
な
ど
が
重
要
に
な
る
分
析
状
況
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
夢
が
創
造
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
統
一
さ
れ
た
作
品

と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
提
供
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
意
味
を

も
た
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

筆
者
は
こ
れ
以
上
、
精
神
分
析
内
の
神
学
論
争
に
関
わ
る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
に

し
た
い
。
分
析
諸
派
が
ど
う
言
お
う
と
、
あ
る
い
は
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
や
ノ
ル
ア
ド

レ
ナ
リ
ン
の
分
泌
量
が
ど
う
あ
れ
、
夢
は
不
条
理
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
夢
を

記
述
す
る
時
の
別
の
機
制
を
試
論
と
し
て
提
起
し
て
み
た
い
。
夢
を
記
録
し
た
経
験

の
あ
る
も
の
は
誰
で
も
、
夢
に
は
た
と
え
二
次
加
工
を
経
た
と
し
て
も
、
な
お
残
る

表
現
困
難
な
雰
囲
気
、
飛
躍
し
な
が
ら
脈
絡
を
も
つ
よ
う
で
も
あ
る
諸
事
象
、
言
表

し
え
な
い
そ
れ
以
上
で
そ
れ
以
外
の
余
剰
が
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
ら
を
選
択
し
捨
象

し
な
け
れ
ば
記
述
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
記
述
は
そ
も

そ
も
ま
っ
た
く
無
記
的
、
中
立
的
で
は
あ
り
え
ず
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
る

場
合
で
あ
っ
て
も
す
で
に
了
解
可
能
性
、
正
当
化
、
修
辞
性
が
混
入
し
て
い
る
。
夢

の
記
述
も
そ
れ
が
記
述
で
あ
り
う
る
た
め
の
最
低
限
の
脈
絡
の
形
成
が
必
要
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
あ
る
程
度
の
一
義
性
、
明
瞭
化
、
意
識
適
合
性
の
維
持
、
つ
い
に
は

選
ば
れ
た
一
つ
の
側
面
の
強
調
、
無
意
図
的
な
美
化
、
創
造
的
変
形
に
ま
で
も
至
る

一
連
の
心
的
過
程
が
伴
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
の
過
程
を
無
意
識
的
機
械
的
な
二
次
加

工
に
対
比
し
て
、
な
か
ば
意
図
的
な
三
次
加
工
（dritte B

earbeitung

）
と
仮
称
し

た
い
と
考
え
る
。

　

三
次
加
工
に
は
よ
り
夢
の
原
形
に
近
い
記
述
か
ら
、
そ
れ
を
素
材
に
し
て
い
る
に

せ
よ
明
ら
か
に
創
作
に
近
い
そ
れ
に
ま
で
至
る
ス
ペ
ク
ト
ル
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ビ

ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
は
「
夢
と
実
存
」
に
お
い
て
ケ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
の
夢
を
ひ
い
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
日
常
で
は
お
こ
り
え
な
い
飛
躍
を
含
ん
で
い
る
に
せ
よ
比
較
的
明
確

な
一
貫
性
を
も
っ
て
お
り
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
の
夢
よ
り
か
な
り
三
次
加
工
を
蒙
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
試
み
に
、
夢
に
基
く
わ
が
国
の
文
芸
作
品
に
即
し
て
こ
の
過
程
を
考
え
て

み
た
い
。
漱
石
の
「
夢
十
夜
」
は
夢
を
描
い
た
最
も
著
名
な
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の

弟
子
で
あ
っ
た
内
田
百
閒
の
「
冥
途
」
「
旅
順
入
城
式
」
「
北
溟
」
に
は
お
そ
ら
く
は

「
夢
十
夜
」
に
影
響
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
二
十
余
篇
の
夢
物
語
が
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。
内
田
の
友
人
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
は
エ
ッ
セ
イ
集
「
点
心
」
で
言
う
。

　
　

こ
の
頃
内
田
百
閒
氏
の
「
冥
途
」
と
言
う
小
説
を
読
ん
だ
。
「
冥
途
」
「
山
東
京

伝
」
「
花
火
」
「
件
」
「
土
手
」
「
豹
」
等
、
悉(

こ
と
ご
と
く)

夢
を
書
い
た
も
の
で

あ
る
。
漱
石
先
生
の
「
夢
十
夜
」
の
よ
う
に
、
夢
に
仮
托
し
た
話
で
は
な
い
。
見
た

儘
に
書
い
た
夢
の
話
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

芥
川
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
漱
石
の
「
夢
十
夜
」
は
明
確
に
意
図
的
な
三
次
加
工
が

施
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
（
後
の
島
尾
敏
雄
の
作
品
も
同
様
で
あ
ろ
う
）
、
百
閒
の

そ
れ
は
よ
り
夢
の
原
状
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
豹
」
と
い
う
掌
篇
。

坂
の
途
中
に
小
鳥
屋
が
あ
り
、
鷹
が
雛
を
育
て
て
い
る
。
そ
の
隣
り
に
豹
の
檻
が
あ

り
、
い
つ
の
間
に
か
鷹
か
ら
鷲
に
変
わ
っ
た
そ
の
雛
を
豹
が
食
べ
よ
う
と
す
る
。
見

物
人
の
一
人
が
「
こ
の
豹
は
見
覚
え
が
あ
る
」
と
言
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
は

危
険
だ
と
思
っ
て
い
る
と
、
果
た
し
て
豹
が
檻
を
出
て
襲
い
か
か
っ
て
く
る
。
そ
し

て
牧
師
や
法
華
の
太
鼓
た
た
き
が
食
べ
ら
れ
、
ど
う
や
ら
自
分
が
ね
ら
わ
れ
て
い
る
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ら
し
い
と
思
っ
た
私
は
、
大
き
な
柘
榴
の
木
が
あ
り
、
腹
の
赤
い
豆
廻
し
（
斑
鳩
の

こ
と
）
が
け
く
け
く
鳴
い
て
い
る
野
中
の
一
軒
家
に
逃
げ
こ
み
…
と
い
っ
た
ス
ト
ー

リ
ー
が
続
く
。
奇
妙
な
出
来
事
の
継
起
、
自
分
が
特
に
ね
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
被

害
感
、
不
安
が
そ
の
と
お
り
に
実
現
し
て
し
ま
う
不
可
解
な
生
起
、
無
関
係
な
事
物

の
唐
突
な
出
現
、
全
体
と
し
て
の
日
常
性
を
こ
え
た
不
条
理
さ
、
な
ど
、
こ
れ
は
ま

さ
し
く
夢
そ
の
も
の
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
記
述
可

能
で
あ
り
う
る
ほ
ど
の
一
貫
性
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
れ
は
形
象
化
さ
れ
た
不
条
理

で
あ
り
、
存
在
の
破
れ
目
に
極
限
ま
で
近
づ
き
な
が
ら
そ
こ
に
陥
る
手
前
で
辛
う
じ

て
踏
み
止
ま
っ
た
記
述
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
作
品
と
し
て
読
者
に
提
供
し
う
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
彼
の
作
品
は
三
次
加
工
の
か
な
り
原
初
的
な
例
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

長
い
迂
路
を
経
た
が
、
筆
者
は
盧
氏
の
夢
中
の
詩
句
は
こ
の
三
次
加
工
に
基
く
も

の
と
考
え
る
。
三
次
加
工
は
強
い
情
動
的
ド
ラ
イ
ヴ
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
、
そ

の
無
意
図
性
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
自
我
所
属
性
が
低
減
し
、
対
象
の
他
者

性
、
自
立
性
、
未
知
性
が
増
す
で
あ
ろ
う
。
哀
切
な
雰
囲
気
の
中
で
妻
と
出
会
い
、

こ
う
し
た
感
じ
の
こ
と
を
妻
が
口
に
し
た
、
と
い
う
茫
漠
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
夢
と

覚
醒
意
識
の
交
錯
の
場
で
―
―
意
識
的
企
て
で
は
な
い
が
無
意
識
的
機
械
的
な
作
業

で
も
な
い
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
―
―
よ
り
輪
郭
の
明
瞭
な
情
景
へ
と
昇
華
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
情
景
は
彼
の
文
学
的
素
養
に
基
き
そ
れ
自
体
が
要
求
す
る
表
現
形

式
を
与
え
ら
れ
、
一
連
の
詩
句
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
銜
恨
願
爲
天
上

月　

年
年
猶
得
向
郎
圓
」
と
い
う
美
し
い
句
が
妻
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

四　

夢
の
覚
醒

性
德
に
お
い
て
、
「
夢
」
は
こ
の
現
実
を
超
え
た
、
よ
り
高
階
な
永
遠
の
世
界
を
指

示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
現
実
の

事
態
を
ど
う
し
て
も
と
り
返
し
た
い
と
い
う
空
し
い
切
望
の
表
現
、
悼
亡
詞
に
顕
著

で
あ
る
。

　
　

鵲
橋
仙　

―
―
七
夕
―
―

　

乞
巧
樓
空

　

影
娥
池
冷

　

佳
節
祇
供
愁
歎

　

丁
寧
休
曝
舊
羅
衣

　

憶
素
手
爲
余
縫
綻

　

蓮
粉
飄
紅

　

菱
絲
翳
碧

　

仰
見
明
星
空
爛

　

親
持
鈿
合
夢
中
來

　

信
天
上
人
間
非
幻

こ
の
詞
は
七
夕
に
托
し
て
亡
妻
へ
の
想
い
を
詠
じ
て
い
る
。
影
娥
池
と
は
漢
の
武
帝

が
望
鵠
台
の
下
に
造
っ
た
広
い
池
で
、
そ
こ
に
映
っ
た
月
影
を
愛
で
た
の
で
影
娥
池

と
名
づ
け
た
と
い
う
。
第
四
句
は
古
い
衣
服
を
何
度
も
虫
干
し
す
る
必
要
も
な
い
の

に
、と
い
う
労
り
で
あ
ろ
う
。
明
星
と
は
牽
牛
織
女
を
暗
示
し
て
い
る
と
盛
は
言
う
。
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第
九
句
は
「
長
恨
歌
」
の
「
惟
將
舊
物
表
深
情　

鈿
合
金
釵
寄
將
去
」
ま
た
「
但
教

心
似
金
鈿
堅　

天
上
人
間
會
相
見
」
と
い
う
句
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
螺
鈿
の
香

盒
と
金
の
か
ん
ざ
し
を
思
い
人
と
半
分
ず
つ
持
ち
、
二
人
の
心
が
金
鈿
の
よ
う
に
堅

け
れ
ば
、
い
ま
は
天
上
と
現
世
と
別
れ
て
い
て
も
い
つ
か
必
ず
逢
え
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
「
長
恨
歌
」
の
詩
意
、
そ
れ
は
決
し
て
幻
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
夢
と
現
実
、

天
上
と
人
間(

じ
ん
か
ん)

、
あ
の
世
と
こ
の
世
と
の
懸
隔
を
の
り
こ
え
、
両
者
を

架
橋
し
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
あ
る
。

金
縷
曲
―
―
亡
婦
忌
日
有
感
―
―

　

此
恨
何
時
已

　

滴
空
階

　

寒
更
雨
歇

　

葬
花
天
氣

　

三
載
悠
悠
魂
夢
杳

　

是
夢
早
應
醒
矣

　

料
世
覺

　

人
間
無
味

　

不
及
夜
臺
塵
土
隔

　

冷
淸
淸

　

一
片
埋
愁
地

　

釵
鈿
約

　

竟
抛
棄

　

重
泉
若
有
雙
魚
寄

　

好
知
他

　

年
來
苦
樂

　

與
誰
相
倚

　

我
自
終
宵
成
轉
側

　

忍
聽
湘
絃
重
理

　

待
結
個

　

他
生
知
己

　

還
怕
兩
人
都
薄
命

　

再
緣
懢

　

賸
月
零
風
裏

　

淸
淚
盡

　

紙
灰
起

八
、
九
句
、
こ
の
世
は
あ
じ
け
な
く
、
黄
泉
の
方
が
ま
だ
よ
い
か
も
し
れ
な
い
、
と

い
う
表
現
、
盛
は
そ
れ
が
生
の
は
か
な
さ
を
指
す
と
同
時
に
、
妻
の
盧
氏
が
封
建
制

度
下
の
大
家
族
で
苦
労
し
た
こ
と
に
対
す
る
性
德
の
哀
傷
の
意
も
含
ん
で
い
る
、
と

言
う
。
重
泉
は
黄
泉
で
あ
り
、
双
魚
は
書
信
で
あ
る
。
湘
絃
と
は
、
湘
水
の
女
神
が

琴
瑟
（
の
絃
）
を
演
奏
す
る
こ
と
に
長
じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
琴
瑟
は
夫
婦
を
あ
ら

わ
す
こ
と
か
ら
、
夫
婦
の
和
合
の
象
徴
で
あ
る
と
注
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら

妻
を
失
う
こ
と
を
断
絃
、
再
婚
す
る
こ
と
を
続
絃
と
い
う
と
さ
れ
る
。
「
忍
聽
湘
絃

重
理
」
は
、
湘
絃
を
再
び
調
律
し
て
聞
く
に
忍
び
な
い
、
つ
ま
り
再
婚
す
る
気
持
な

ど
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
反
語
的
表
現
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
詞
に
は
夢

と
現
実
、
こ
の
世
と
あ
の
世
に
加
え
て
現
世
と
来
世
の
懸
隔
（
他
生
知
己
）
を
も
越

え
よ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
も
薄
幸
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

不
安
は
、
か
え
っ
て
こ
の
意
図
を
、
来
世
の
実
在
の
確
信
を
強
化
し
て
い
る
か
の
如
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く
で
あ
る
。
も
っ
と
も
あ
の
世
と
こ
の
世
、
天
上
と
人
間
、
現
世
と
来
世
な
ど
の
対

比
は
夢
と
現
実
の
そ
れ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
よ
う
が
。

　
　

南
鄕
子
―
―
爲
亡
婦
題
照
―
―

　

淚
咽
更
無
聲

　

止
向
從
前
悔
薄
情

　

憑
仗
丹
靑
重
省
識

　

盈
盈

　

一
片
傷
心
畫
不
成

　

別
語
忒
分
明

　

午
夜
鶼
鶼
夢
早
醒

　

卿
自
早
醒
儂
自
夢

　

更
更

　

泣
盡
風
前
夜
雨
鈴

こ
の
詞
は
盧
氏
の
肖
像
画
を
見
、
更
め
て
悲
傷
の
思
い
が
こ
み
あ
げ
て
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
後
闋
第
一
行
は
妻
の
最
後
の
言
葉
は
と
り
わ
け
は
っ
き
り
と
耳
に
残
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鶼
鶼
と
は
比
翼
の
鳥
を
指
し
、
夜
雨
鈴
と
は
「
長

恨
歌
」
の
一
句
「
夜
雨
聞
鈴
腸
斷
聲
」
に
よ
っ
て
お
り
、
要
す
る
に
悲
し
み
を
喚
起

す
る
風
物
で
あ
る
。
後
闋
第
二
、
三
行
は
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
比
翼

の
鳥
の
よ
う
な
相
愛
の
夢
は
早
く
も
醒
め
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
貴
方
は
も
う
醒
め

て
し
ま
っ
た
の
に
自
分
は
ま
だ
夢
の
中
に
い
る
、
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
句
は
現
代

の
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、
貴
方
は
幸
福
な
新
婚
生
活
を
置
い
て
す
で
に
去
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
私
は
い
ま
だ
に
そ
の
追
憶
か
ら
ぬ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
他
方
、
盛
は
言
う
。
性
德
は
人
生
は
夢
の
よ
う
で
あ

る
、
と
い
う
「
消
極
思
想
」
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ

が
こ
の
句
の
根
底
に
あ
る
、
と
。
性
德
の
性
格
や
他
の
悼
亡
詞
に
徴
し
て
も
、
わ
れ

わ
れ
に
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
点
で
夢
は
や
や
両
義
的
な
性
格
を
帯
び
る
に
至
る
。
夢
は
逢
う
こ
と
の
で

き
な
い
思
い
人
に
逢
え
る
、
現
世
を
越
え
た
美
し
い
世
界
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
詞
で

は
そ
こ
か
ら
さ
め
て
ど
こ
か
へ
と
出
立
す
べ
き
こ
の
世
界
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
と
は
い
え
鶼
鶼
の
夢
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
美
し
い
世
界
を

も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
両
義
性
は
わ
れ
わ
れ
も
通
常
も
っ
て
い
る
「
現

実
」
に
対
す
る
感
じ
方
の
両
義
性
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
強
固
な
実
在
性
と
、
過
ぎ

去
っ
て
し
ま
え
ば
ど
こ
に
も
存
在
し
な
く
な
る
は
か
な
い
虚
構
性
の
反
映
で
あ
ろ

う
。
彼
の
場
合
、
多
く
は
前
者
を
否
定
す
る
理
想
の
世
界
と
し
て
夢
と
い
う
表
現
を

用
い
て
い
る
。
他
方
こ
の
作
品
で
は
虚
構
性
―
―
し
か
し
そ
れ
自
体
も
美
し
い
追
憶

の
世
界
で
は
あ
ろ
う
―
―
を
表
す
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。
と
は
い
え

た
だ
生
が
は
か
な
く
流
れ
去
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
醒
め
る
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
あ
る
理
想
的
世
界
が
暗
に
前
提
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
空
し
い
現
実
と
、
そ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
覚
醒
し
た
後
に
あ
ら
た
に
自
分
が
住
ま
う
本
来
の
世
界
、
と
い
う
二
重
性
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

異
常
心
理
学
的
に
み
る
と
こ
の
よ
う
な
二
重
性
、
抵
触
す
る
二
つ
の
世
界
の
並
存

は
統
合
失
調
症
に
お
い
て
し
ば
し
ば
出
会
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
。
彼
ら
は
急
性
期
を

除
け
ば
、
多
く
は
現
実
世
界
と
病
的
な
世
界
の
二
つ
の
世
界
を
同
時
に
生
き
て
い

る
。
こ
の
状
態
を
ブ
ロ
イ
ラ
ー
は
「
二
重
記
帳
」
（doppelte B

uchführung

）
、
ヤ
ス

パ
ー
ス
は
「
二
重
見
当
識
」
（doppelte O

rientierung

）
と
呼
ぶ
。
そ
の
二
重
構
造
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は
ほ
ぼ
安
定
し
て
お
り
、
特
別
な
出
来
事
が
な
い
か
ぎ
り
は
通
常
の
日
常
生
活
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
根
底
に
お
い
て
優
越
す
る
の
は
病
的
な
世
界
で
あ
り
、
現
実
世

界
へ
の
適
応
は
そ
れ
を
保
護
す
る
た
め
の
防
壁
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
（1

1
）
。

　

レ
ン
プ

（2）
は
こ
の
現
象
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
共
通
の
現

実
な
い
し
主
現
実
と
隣
接
現
実
（N

ebenrealität

）
を
区
別
し
、
発
達
的
観
点
か
ら

こ
の
両
者
の
成
立
過
程
と
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
一
片
の
木
の

か
け
ら
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
木
で
あ
っ
て
他
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
み
な
す

こ
と
は
共
通
の
現
実
な
い
し
主
現
実
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
あ
る
子
供
は
た
と
え

ば
そ
れ
を
人
形
と
か
自
動
車
と
見
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
子
供
に
は
自

分
に
だ
け
通
用
す
る
ま
っ
た
く
独
自
な
世
界
と
の
関
係
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
が
隣
接
現
実
で
あ
る
。
当
初
は
隣
接
現
実
は
子
供
に
と
っ

て
大
人
た
ち
と
分
か
ち
あ
う
共
通
の
現
実
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
意
味
と
重
要
性

を
も
っ
て
い
る
。
や
が
て
主
現
実
が
優
勢
に
な
っ
て
隣
接
現
実
は
次
第
に
抑
圧
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
大
人
た
ち
の
中
に
も
白
昼
夢
や
空
想
、
さ
ら
に
は
芸
術
と
い
う
形
で

残
存
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
夢
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

　
　

夢
は
お
そ
ら
く
隣
接
現
実
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
が
、
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

…
い
つ
も
隣
接
現
実
に
相
当
す
る
、コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
白
昼
夢
と
は
対
照
的
に
、

夜
の
夢
は
好
き
勝
手
な
テ
ー
マ
選
択
が
不
可
能
で
、
ひ
と
は
夢
に
任
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
夢
は
さ
ら
に
全
く
個
人
的
な
体
験
次
元
、
い
わ
ば
さ
ら
な
る

隣
接
現
実
で
あ
る
。　

子
供
は
こ
の
並
存
す
る
二
つ
の
現
実
を
乗
り
か
え
る
。
彼
は
遊
び
の
最
中
に
母
親
に

木
片
の
こ
と
で
話
し
か
け
ら
れ
る
と
、
即
座
に
、
あ
る
い
は
た
め
ら
っ
た
の
ち
、
あ

る
い
は
し
ぶ
し
ぶ
、
母
親
と
の
共
通
の
現
実
次
元
に
転
換
す
る
。
彼
は
こ
の
乗
り
か

え
を
く
り
返
し
練
習
し
、
つ
い
に
は
安
定
し
た
乗
り
か
え
能
力
を
発
達
さ
せ
る
。
そ

し
て
幼
児
自
閉
症
や
統
合
失
調
症
に
お
い
て
は
そ
れ
が
損
な
わ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ

る
。
か
つ
て
コ
ン
ラ
ー
ト

（1）
は
あ
る
体
験
の
関
連
系
か
ら
別
の
そ
れ
へ
と
視
点
を
柔

軟
に
移
す
こ
と
をU

berstieg

と
名
づ
け
、
統
合
失
調
症
に
お
い
て
は
そ
の
能
力
が

失
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、「
乗
り
か
え
」
と
は
そ
の
訳
語
で
あ
り
、
多
く
は
「
乗

り
こ
え
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
レ
ン
プ
の
学
説
は
コ
ン
ラ
ー
ト
の
そ
れ

に
発
達
的
な
視
点
を
加
え
、
統
合
失
調
症
や
幼
児
自
閉
症
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
精
神
医
学
的
な
詳
細
に
は
こ
れ
以
上

立
ち
入
ら
ず
、
こ
こ
で
は
隣
接
現
実
と
い
う
概
念
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
‐
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト

（14）
も
妄
想
形
成
に
お
け
る
同
様
な
過
程
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
妄
想
者
は
現
実
を
離
人
化
し
（
現
実
性
を
奪
い
）
、
そ
れ
を
異
次

元
の
、
よ
り
高
度
な
現
実
を
も
つ
世
界
の
一
部
と
し
て
く
み
こ
み
、
自
ら
も
そ
こ
へ

と
超
出
し
よ
う
と
す
る
暗
黙
の
志
向
を
も
つ
。
慢
性
期
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
獲

得
さ
れ
た
真
の
世
界
は
、
適
応
の
た
め
に
構
築
さ
れ
た
通
常
の
世
界
の
裏
側
に
隠
蔽

さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
ひ
そ
か
に
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
。
彼
は
い
つ
か
こ
の
現
実

を
越
え
、
よ
り
高
階
な
世
界
へ
と
旅
立
つ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
高
階
な
世
界
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
性
德
の
詞
句
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
浮
生
を
夢
に
た
と
え
る
。
し
か
し
夢

と
は
さ
め
る
時
が
あ
る
か
ら
夢
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
黄
粱
槐
安
の
夢
も
、
盧
生

や
淳
于
棼
が
め
ざ
め
た
か
ら
こ
そ
夢
と
言
え
る
。
こ
の
生
が
夢
で
あ
る
な
ら
そ
れ
は

い
つ
、ど
こ
で
さ
め
る
の
か
、と
い
う
反
論
が
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
る
。
性
德
に
と
っ

て
そ
れ
が
、
妻
盧
氏
の
い
る
、
こ
の
現
実
を
越
え
た
よ
り
高
階
な
、
よ
り
真
実
な
、

よ
り
全
体
的
な
世
界
に
赴
く
時
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
は
い
え
筆
者
は
性
德
を
統
合
失
調
症
で
あ
る
と
か
、
妄
想
を
も
っ
て
い
た
と
考
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え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
失
調
気
質
者
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
と
は
考
え
る
が
。

あ
ま
り
に
も
強
い
悲
傷
は
人
間
を
こ
う
し
た
世
界
に
駆
り
た
て
る
の
で
あ
ろ
う
。
第

一
次
世
界
大
戦
で
あ
ま
り
に
も
大
き
な
喪
失
体
験
を
蒙
っ
た
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
は
戦

後
、
奇
妙
な
心
霊
世
界
に
没
入
し
、
ラ
デ
ィ
ゲ
を
失
っ
た
コ
ク
ト
ー
は
二
年
を
経
て

な
お
、
そ
れ
ま
で
の
放
恣
な
生
か
ら
百
八
十
度
転
回
し
て
聖
体
を
拝
領
し
、
す
べ
て

は
神
の
有
で
あ
る
と
叫
ぶ
に
至
る
―
―
芥
川
龍
之
介
は
「
あ
の
コ
ク
ト
オ
さ
え
信
じ

た
神
」
と
言
う
（
或
る
阿
呆
の
一
生
）
―
―
。
そ
も
そ
も
二
重
見
当
識
へ
の
移
行
、

も
う
一
つ
の
世
界
へ
の
傾
性
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
も
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
性
德
は
そ
の
過
敏
な
感
性
に
よ
っ
て
容
易
に
そ
の
閾
値
を
の
り
越
え
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
か
つ
て
フ
ロ
イ
ト
は
願
望
充
足
の
手
段
と
し
て
の
白
昼
夢
に
つ
い
て
し
ば

し
ば
語
っ
た
が
、
近
年
は
と
り
わ
け
そ
う
し
た
傾
向
の
強
い
性
格
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
て
い
る

（13）
。
こ
の
空
想
に
耽
り
や
す
い
（fantasy proneness

）
性
格
者
は
鮮
明

な
空
想
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
、
没
入
性
が
強
く
、
空
想
と
現
実
と
の
区
別
が
し
ば
し
ば

困
難
に
な
り
、
時
に
そ
れ
が
創
造
性
に
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
傾
向
は
性
德
に
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
翻
っ
て
考
え
れ
ば
そ
れ
は
詩
人
や
芸

術
家
全
般
に
通
有
さ
れ
る
傾
向
で
も
あ
り
、
性
德
に
特
異
的
と
ま
で
は
言
え
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

五　

「
紅
」
に
つ
い
て

　

性
德
は
夢
に
つ
い
で
「
紅
」
と
い
う
文
字
を
多
用
し
て
い
る
。
ま
ず
多
い
の
は
花

に
か
え
て
こ
の
文
字
を
用
い
る
例
で
あ
る
。
紅
冷
ま
た
は
冷
紅
、
紅
影
、
暈
紅
、
紅
茵
、

飄
紅
、
残
紅
、
嬌
紅
、
片
紅
、
愁
紅
な
ど
な
ど
。
ま
た
そ
れ
は
紅
葉
（
霜
影
亂
紅
凋
）

や
宝
石
（
靺
鞨
餘
紅
）
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
無
論
花
と
の
連
想
も

あ
ろ
う
が
、
女
性
性
を
形
容
す
る
場
合
も
多
い
。
彼
の
愛
用
す
る
「
紅
淚
」
、
盛
の

注
に
よ
れ
ば
、
「
拾
遺
記
」
に
魏
の
文
帝
（
曹
丕
）
時
、
薛
霊
芸
と
い
う
乙
女
が
宮

廷
に
召
さ
れ
父
母
と
別
れ
る
時
、
涙
を
流
す
と
そ
れ
が
紅
に
な
り
、
や
が
て
血
の
よ

う
に
か
た
ま
っ
た
と
い
う
伝
承
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
以
後
美
女
の
涙
を
紅
淚
と
い

う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
ま
た
「
紅
冰
」
に
も
「
開
元
天
宝
遺
事
」
に
、
楊
貴

妃
が
父
母
と
別
れ
る
時
に
涙
が
凍
っ
た
と
い
う
同
工
の
故
事
が
あ
る
と
さ
れ
る
。「
紅

豆
」
は
王
維
の
「
相
思
」
詩
「
紅
豆
生
南
國　

春
來
發
幾
枝
」
に
由
来
す
る
。
「
那

更
夜
深
淸
露
濕
愁
紅
」
（
南
歌
子
）
で
は
紅
は
花
で
あ
る
が
病
臥
中
の
女
性
で
も
あ

る
と
さ
れ
る
。
「
河
傳
」
は
「
春
淺　

紅
怨
」
と
い
う
句
で
は
じ
ま
る
が
、
紅
は
花

の
色
で
あ
る
と
同
時
に
閨
怨
を
暗
示
し
つ
つ
、
さ
ら
に
一
般
化
抽
象
化
さ
れ
た
悲
し

み
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
蘇
幕
遮
」
に
は
「
腸
斷
月
明
紅
豆
蔲
」
と

い
う
句
が
あ
る
。
「
荳
蔲
」
は
杜
牧
の
「
贈
別
」
に
「
娉
娉
梟
梟
十
三
餘　

荳
蔲
梢

頭
二
月
初
」
な
る
句
が
あ
り
、
爾
来
こ
の
実
が
十
三
、
四
歳
の
少
女
を
指
す
よ
う
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
盛
は
注
で
言
う
。
荳
蔲
の
花
は
淡
黄
色
で
紅
と
い
う
形

容
は
実
際
と
異
な
る
。
紅
は
青
春
が
す
ぎ
や
す
い
と
い
う
感
傷
を
表
現
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
の
他
、
紅
塵
、
紅
橋
、
紅
潮
、
紅
亭
、
紅
巾
、

紅
箋
な
ど
の
用
例
も
あ
る
。

　

あ
か
い
色
彩
を
表
わ
す
文
字
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
（
丹
、
朱
、
彤
、
赤
、
絳
、
緋
、

赭
等
々
）
、
詩
詞
に
お
い
て
多
く
用
い
ら
れ
る
の
は
朱
と
紅
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
性
德
に
も
「
把
朱
顏
頓
成
憔
悴
」
（
憶
桃
源
慢
）
、
「
白
衣
裳
憑
朱
闌
立
」
（
采
桑

子
）
な
ど
の
朱
を
用
い
た
詞
句
が
あ
る
。
朱
と
紅
は
通
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
朱

唇
と
紅
唇
、
朱
顔
と
紅
顔
、
朱
欄
と
紅
欄
、
朱
樓
と
紅
樓
、
朱
巾
と
紅
巾
…
。

　

紅
と
朱
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。「
字
統
」で
は
紅
は
古
い
経
籍
に
は
な
く
、

「
説
文
」
に
「
帛
の
赤
白
色
な
る
も
の
な
り
」
と
あ
り
、
桃
紅
色
を
さ
す
と
し
て
い
る
。
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ま
た
先
秦
の
文
献
に
は
地
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
古
く
は
絳
を
用
い
た
と
も
さ

れ
る
が
、
絳
は
大
赤
で
濃
紅
色
と
も
い
う
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
朱
は
木
の
幹
の

部
分
に
肥
点
を
加
え
た
形
で
あ
り
、
金
文
に
お
い
て
専
ら
丹
朱
の
朱
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
朱
の
採
取
方
法
に
関
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

お
そ
ら
く
朱
砂
を
固
め
て
薫
蒸
し
水
銀
を
分
離
し
て
得
ら
れ
た
赤
い
色
で
あ
る
と
い

う
。
諸
橋
の
「
大
字
典
」
で
は
紅
は
あ
ざ
や
か
な
赤
色
で
あ
り
、
ま
た
「
法
言
」
に
「
紅

紫
似
朱
而
非
朱
也
」
と
い
う
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
引
い
て
い
る
。
朱
は
中

心
の
あ
か
い
木
、
あ
か
い
色
、
と
あ
り
、
ま
た
白
川
と
同
じ
く
水
銀
と
硫
黄
と
化
合

し
た
赤
色
の
土
を
指
す
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
字
解
か
ら
両
者
を
明
確

に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
相
違
を
知
る
た
め
に
は
、
中
国
文

芸
史
に
お
け
る
多
く
の
用
例
と
そ
の
根
底
に
あ
る
色
彩
観
と
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
に
は
そ
う
し
た
能
力
は
全
く
な
い
。
と
は
い
え
性
德
が

朱
よ
り
も
紅
を
好
ん
だ
こ
と
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
試
論
的

に
現
代
の
色
彩
論
か
ら
こ
の
両
者
の
対
比
性
を
探
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。
ど
の
程

度
ま
で
中
国
の
詩
人
た
ち
の
感
覚
に
妥
当
す
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
。

　

筆
者
は
こ
こ
で
最
も
独
創
的
な
色
彩
論
を
展
開
し
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

（12）
の
そ

れ
を
引
き
た
い
と
考
え
る
。
彼
は
色
彩
の
多
様
性
を
寒
暖
、
明
暗
、
運
動
性
に
よ
っ

て
整
理
す
る
。

寒
暖
は
青
ま
た
は
黄
へ
の
傾
性
に
規
定
さ
れ
、
前
者
は
色
彩
自
体
の
内
部
へ
と
向
か

い
（
つ
ま
り
観
察
者
か
ら
は
離
れ
）
、
精
神
的
で
あ
り
、
後
者
は
外
部
を
指
向
し
（
観

察
者
へ
と
向
か
い
）
、
身
体
的
で
あ
る
。
そ
し
て
赤
は
そ
れ
自
体
の
内
部
に
止
ま
り

燃
焼
す
る
。

　

黄
、
典
型
的
な
地
上
の
色
。
観
察
者
へ
と
近
接
す
る
圧
迫
感
、
過
度
の
刺
激
が
も

た
ら
す
不
安
、
興
奮
、
狂
暴
、
盲
目
的
錯
乱
、
躁
病
と
い
っ
た
騒
々
し
い
狂
気
。
す
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べ
て
を
う
ち
壊
し
、
無
際
限
に
浪
費
し
、
完
全
に
消
耗
す
る
。
深
さ
の
な
い
狂
お
し

さ
。
そ
し
て
類
い
稀
な
共
感
覚
（Synästhesie

）
の
持
主
で
あ
っ
た
彼
は
、
そ
れ
は
高
々

と
演
奏
さ
れ
る
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
色
で
あ
る
、
と
言
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
青
は
典
型
的
な
天
上
の
色
で
あ
る
。
そ
れ
は
深
さ
に
親
和
的
で
あ

り
、
濃
度
が
増
す
ほ
ど
冷
た
く
非
人
間
的
に
な
り
、
天
空
の
澄
明
に
近
づ
き
、
つ
い

に
は
永
遠
の
静
寂
に
到
達
す
る
。
明
る
い
青
は
フ
ル
ー
ト
の
音
色
に
、
濃
い
青
は
チ
ェ

ロ
の
そ
れ
に
似
て
お
り
、
濃
さ
が
さ
ら
に
増
せ
ば
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
や
パ
イ
プ
オ
ル
ガ

ン
の
低
音
部
に
近
づ
い
て
い
く
。

赤
は
生
命
力
に
溢
れ
て
は
い
る
が
、
周
囲
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
げ
つ
く
す
よ
う
な
黄

の
浮
薄
さ
は
も
た
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
体
の
内
部
で
沸
騰
し
燃
焼
す
る
、
い
わ
ば

成
熟
し
た
男
性
性
を
も
つ
。
明
る
い
赤
は
力
、
努
力
、
決
断
、
勝
利
、
歓
喜
な
ど
、

ま
た
、
チ
ュ
ー
バ
の
音
が
め
だ
つ
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
、
よ
り
濃
い
赤
は
激
し
い
感
情

の
持
続
を
表
わ
す
。

　

さ
ら
に
赤
に
黄
を
加
え
た
橙
は
、
遠
心
運
動
が
加
わ
り
は
す
る
が
適
度
に
抑
制
さ

れ
る
。
自
信
に
満
ち
た
健
康
さ
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ス
の
祈
り
を
告
げ
る
鐘
の
音
、
力
強

い
ア
ル
ト
の
歌
声
、
ラ
ル
ゴ
を
奏
す
る
ヴ
ィ
オ
ラ
。
そ
れ
に
対
し
て
赤
に
青
を
加
え

た
紫
は
内
に
抑
制
さ
れ
た
暗
い
燃
焼
で
あ
り
、
時
に
病
的
な
も
の
や
悲
哀
に
親
和
的

と
な
る
。
そ
れ
は
オ
ー
ボ
エ
や
葦
笛
、
あ
る
い
は
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
の
よ
う
な
木
管
楽
器

を
想
起
さ
せ
る
。

　

あ
る
い
は
こ
こ
で
色
彩
テ
ス
ト
、
絵
画
療
法
な
ど
に
お
い
て
、
黄
色
の
多
用
は
躁

的
気
分
や
幼
児
的
心
性
の
持
主
に
多
く
み
ら
れ
、
紫
色
の
そ
れ
は
し
ば
し
ば
な
ん
ら

か
の
心
的
混
乱
や
苦
悩
の
持
主
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
現
代
の
色
彩
感
覚
が
中
国
古
典
詩
人
た
ち
の
そ
れ
と
ど
の
程
度
ま
で
一

致
す
る
か
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
マ
ン
セ
ル
表
色
系
で
は
赤
を5R

と

す
る
と
、
紅
は3R

、
臙
脂
は4R

、
朱
は6R

、
緋
は6.8R

で
あ
る
。
言
い
か
え
れ

ば
紅
は
青
（
紫
）
へ
の
傾
性
を
、
朱
は
黄
へ
の
そ
れ
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
般
化
し
う
る
傾
向
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
色
彩
そ
れ
自
体
の
性
質
に
よ
っ
て
、わ
れ
わ
れ
は
、
紅
は
悲
哀
、
悔
恨
、

苦
悩
に
裏
打
ち
さ
れ
た
激
し
い
愛
、
到
達
し
え
ざ
る
も
の
を
指
向
す
る
苦
お
し
い
渇

望
、
現
世
的
な
も
の
を
超
出
し
、
そ
れ
以
上
の
世
界
に
赴
こ
う
と
す
る
熱
情
、
な
ど

を
潜
在
さ
せ
て
い
る
と
考
え
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に

性
德
は
紅
を
多
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
臆
断
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

六　

結
語

　

こ
の
小
論
で
は
納
蘭
性
德
の
詞
に
「
夢
」
と
「
紅
」
と
い
う
文
字
が
頻
出
す
る
こ

と
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
ま
ず
同
じ
く
「
夢
」
を
多
用

し
た
晏
幾
道
の
詞
と
彼
の
詞
と
を
比
較
し
、
両
者
と
も
空
想
的
な
願
望
充
足
の
場
と

し
て
用
い
る
と
い
う
共
通
し
た
側
面
が
あ
る
が
、
一
方
で
、
性
德
は
実
際
の
夢
に
現

実
的
に
向
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
異
な
る
側
面
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
彼
が

現
世
を
醒
め
る
べ
き
夢
と
み
な
し
て
い
る
詞
か
ら
、
彼
に
は
二
重
見
当
識
、
よ
り
高

階
な
も
う
一
つ
の
世
界
へ
の
指
向
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
最
後
に

「
紅
」
の
多
用
は
悲
哀
や
悔
恨
な
ど
否
定
的
な
感
情
に
裏
打
ち
さ
れ
た
愛
や
渇
望
を

暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
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