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第
一
章 

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
み
る
時
間
の
特
質 

―
「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
」
を
中
心
と
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

は
じ
め
に 

  
 

 

本
章
で
は
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
詠
わ
れ
た
時
間
に
主
眼
を
置
く
。 

た
だ
し
、
時
間
と
い
う
と
た
だ
ち
に
「
人
生 

朝
露
の
如
し
」
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
こ
の
章
で

扱
う
の
は
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
人
生 

朝
露
の
如
し
」
と
は
、
周
知
の
と

お
り
、
人
が
生
き
る
時
間
を
そ
の
短
さ
か
ら
捉
え
た
表
現
で
あ
る
。
朝
露
の
イ
メ
ー
ジ
と
人
の
儚
さ

と
が
結
び
付
い
た
「
薤
露
」（『
楽
府
詩
集
』
巻
二
十
七
）
を
淵
源
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。 

 

薤
上
露 

 

薤か
い

の
上う

え

の
露つ

ゆ 

何
易
晞 

 

何な
ん

ぞ
晞か

わ

き
易や

す

し 

露
晞
明
朝
更
復
落 

 

露つ
ゆ 

晞か
わ

け
ば
明

朝

み
ょ
う
ち
ょ
う 

更
あ
ら
た
め

て
復ま

た
落お

つ 

人
死
一
去
何
時
歸 

 

人ひ
と 

死し

し
て
一ひ

と

た
び
去さ

れ
ば
何

い
ず
れ

の
時と

き

に
か
帰か

え

ら
ん 

 「
薤
露
」
に
お
け
る
「
朝
露
」
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
儚
く
消
え
る
が
、
翌
日
に
再
び
現
れ
る
も
の

と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
っ
た
ん
消
え
て
し
ま
え
ば
生
き
返
る
こ
と
の
な
い
人
間
と
対
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続
く
詩
歌
の
中
で
、「
薤
露
」
に
詠
ま
れ
た
よ
う
な
幾
度
と
な
く
再

生
す
る
「
朝
露
」
の
姿
は
捨
象
さ
れ
、
朝
日
が
昇
れ
ば
た
ち
ま
ち
乾
い
て
し
ま
う
「
朝
」
の
「
露
」

と
し
て
の
は
か
な
さ
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
。 

例
え
ば
、「
長
歌
行
」（
『
文
選
』
巻
二
十

七
）「
青
青
た
り
園
中
の
葵き

、
朝
露 

行
日
に
晞か

わ

く
」
あ
る
い
は
、「
古
詩
十
九
首
」
其
十
三
（
『
文

選
』
巻
二
十
九
）「
浩
浩
と
し
て
陰
陽
は
移
り
、
年
命 

朝
露
の
如
し
」
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
時

間
の
短
さ
を
朝
日
が
昇
る
前
の
葉
に
結
ぶ
一
粒
の
露
に
擬
え
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
時
間
を
滔
々
と
流
れ
る
そ
の
様
相
に
お
い
て
捉
え
た
表
現
が
あ
る
。
時
間
は
生
命

と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
た
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う

し
た
表
現
か
ら
、
時
間
の
み
を
抽
出
し
注
視
し
て
い
く
と
、
ひ
と
ま
ず
次
の
二
つ
に
分
け
捉
え
る
こ
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と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
向
き
合
う
時
間
の
全
体
を
見
渡
し
た
上
で
長
短
と

い
っ
た
量
に
焦
点
を
当
て
た
表
現
、
そ
し
て
流
れ
ゆ
く
と
い
う
そ
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
た
表
現
で

あ
る
。 

「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
も
時
間
は
こ
の
両
様
か
ら
詠
わ
れ
て
い
る
。「
朝
露 

太
陽
を
待
つ
（
其
三

十
五
）」
の
よ
う
に
、
既
存
の
表
現
（「
朝
露
」）
を
踏
襲
し
た
句
も
多
く
見
ら
れ
る
。
本
章
で
取
り

上
げ
る
の
は
、「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
初
め
て
み
る
表
現
で
あ
る
。
新
し
い
表
現
は
、
作
品
に
独
特

な
色
彩
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

具
体
的
に
は
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
三
十
三
、
其
三
十
四
で
あ
る
。
其
三
十
三
の
冒
頭
四
句
を
挙

げ
よ
う
。
な
お
、
其
三
十
四
も
ほ
ぼ
同
じ
表
現
を
用
い
る
。 

 

一
日
復
一
夕 

 

一い
ち

日じ
つ 

復ま
た 

一い
っ

夕せ
き 

一
夕
復
一
朝 

 

一い
っ

夕せ
き 

復ま
た 

一い
っ

朝
ち
ょ
う 

顏
色
改
平
常 

 

顔が
ん

色
し
ょ
く 

平
常

へ
い
じ
ょ
う

を
改

あ
ら
た

め 

精
神
自
損
消 

 

精
神

せ
い
し
ん 

自
お
の
ず
か

ら
損そ

ん

消
し
ょ
う

す 

 

喚
起
さ
れ
る
の
は
、「
日
」「
夕
」「
朝
」
を
刻
ん
で
流
れ
る
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
喚
起
さ

れ
る
の
は
、
目
の
前
を
流
れ
さ
る
そ
の
一
瞬
一
瞬
に
立
ち
会
う
主
人
公
の
姿
で
あ
る
。
戸
倉
英
美
氏

は
こ
の
四
句
を
挙
げ
、「
刻
一
刻
す
べ
て
が
滅
び
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
感
覚
、
ま
た
そ
れ
を
見

す
え
る
視
線
の
強
さ
に
は
、
他
に
類
の
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
る
一

。 

「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
」
は
「
詠
懐
詩
」
に
見
ら
れ
る
独
特
な
時
間
表
現
で
あ
る
。
往
々

に
し
て
詠
み
手
の
独
自
の
世
界
観
が
下
支
え
と
な
っ
て
、
新
し
い
表
現
は
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
氏
は
表
現
の
特
殊
性
を
感
覚
的
に
捉
え
な
が
ら
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
印
象
が
齎
さ
れ
る

の
か
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
表
現
に
独
特
な
感
覚
を
ま
と
わ
せ
る
元
と
な
っ
た
そ
の
背
後
に
あ
る
意

識
、
認
識
に
つ
い
て
十
分
に
触
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。 

本
章
で
は
、
「
詠
懐
詩
」
の
表
現
に
写
し
取
ら
れ
た
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
時
間
意
識
、
時
間
認

識
に
関
心
を
置
く
。
ま
た
、「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
独
自
で
あ
っ
た
こ
の
表
現
が
、
次
の
時
代
に
な

る
と
漸
次
に
類
型
化
し
、
一
つ
の
表
現
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
も
注
目
し
、
詩
歌
に
お
け

る
表
現
の
類
型
と
個
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
た
と
え
ば
鍾
嶸
に
よ
っ
て
「
其
の
源

は
小
雅
よ
り
出
づ
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
阮
籍
詩
が
孤
立
し
た
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
る

所
以
に
つ
い
て
も
言
及
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。 
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一
、
無
窮
の
流
れ 

  

時
間
の
流
れ
を
詠
う
と
き
、
同
じ
表
現
あ
る
い
は
似
た
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
例
を

挙
げ
よ
う
。 

 

「
古
董
桃
行
」 

（
『
文
選
』
巻
二
十
二
沈
約
「
宿
東
園
」
「
飛
光
忽
我
遒
」
句
の
李
善
注
に
引
か
れ
た
断
句
） 

年
命
冉・

冉・

我
遒 

 

年
命

ね
ん
め
い 

冉
冉

ぜ
ん
ぜ
ん

と
し
て
我わ

れ

に
遒せ

ま

る 

 

曹
操
「
却
東
西
門
行
」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
七
） 

 

冉・

冉・

老
將
至 

 

冉
冉

ぜ
ん
ぜ
ん

と
し
て
老お

い
の
将ま

さ

に
至い

た

ら
ん
と
す 

何
時
反
故
鄉 

 

何い
ず

れ
の
時と

き

に
か
故
郷

こ
き
ょ
う

に
反か

え

ら
ん 

 

司
馬
彪
「
贈
山
涛
」（
『
文
選
』
巻
二
十
四
） 

 

冉・

冉・

三
光
馳 

 

冉
冉

ぜ
ん
ぜ
ん

と
し
て
三
光

さ
ん
こ
う 

馳は

せ 

逝
者
一
何
速 

 

逝ゆ

く
者も

の 

一い
つ

に
何な

ん

ぞ
速す

み

や
か
な
る 

 

「
古
董
桃
行
」「
却
東
西
門
行
」
は
楽
府
、
司
馬
彪
「
贈
山
涛
」
は
詩
に
分
類
さ
れ
る
作
品
で
あ

る
。
多
く
の
作
品
を
通
じ
て
「
冉
冉
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
冉
冉
」
が
喚
起
す
る
の
は
、
継
続

す
る
事
物
（「
我
」「
老
」「
三
光
」）
の
変
化
と
、
そ
の
背
後
に
流
れ
る
時
間
で
あ
る
。 

表
現
の
パ
タ
ー
ン
化
は
、
当
時
に
お
い
て
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
が
二

、
特
に
時
間
の
流
れ
を
喚

起
す
る
表
現
に
こ
の
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
合
わ

せ
て
時
間
意
識
、
時
間
認
識
も
確
認
し
て
い
く
。 

『
詩
経
』
唐
風
「
葛
生
」
に
、「
夏
の
日
、
冬
の
日
、
百
歳
の
後
、
其
の
居
に
帰
ら
ん
（
夏
之
日
、

冬
之
日
、
百
歳
之
後
、
歸
于
其
居
）」
と
あ
る
。
夏
と
冬
が
循
環
す
る
中
、
死
を
迎
え
る
こ
と
が
詠

わ
れ
る
。
し
か
し
、
時
間
の
流
失
あ
る
い
は
死
に
対
す
る
焦
燥
や
恐
怖
と
い
っ
た
も
の
は
、
表
現
か

ら
は
っ
き
り
と
は
感
じ
取
れ
な
い
。 

『
詩
経
』
と
と
も
に
中
国
文
学
の
先
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
作
品
集
『
楚
辞
』

で
は
、
時
間
に
対
し
敏
感
で
あ
り
、
表
現
に
も
富
ん
で
い
る
三

。「
離
騒
」
を
挙
げ
よ
う
。 

 

日
月
忽
其
不
淹 

 
 

日
月

じ
つ
げ
つ 

忽こ
つ

と
し
て
其そ

れ
淹ひ

さ

し
か
ら
ず 
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春
與
秋
其
代
序 

 
 

春は
る

と
秋あ

き 

其そ

れ

代

か
わ
る
が
わ
る

に
序つ

い

づ 

惟
草
木
之
零
落
兮 

 

草
木

そ
う
も
く

の
零
落

れ
い
ら
く

を
惟お

も

い 
恐
美
人
之
遲
暮 

 
 

美
人

び

じ

ん

の
遅
暮

ち

ぼ

な
ら
ん
こ
と
を
恐お

そ

る 

 

太
陽
と
月
、
春
と
秋
、『
詩
経
』
と
同
じ
よ
う
に
規
則
正
し
く
巡
る
自
然
の
リ
ズ
ム
に
時
間
を
重

ね
る
。「
離
騒
」
で
は
、「
忽
」
と
い
う
文
字
が
見
え
、
時
間
に
追
わ
れ
生
き
る
焦
慮
が
感
じ
取
ら
れ

る
。「
草
木
」「
美
人
」
の
変
化
、
そ
れ
を
齎
す
時
間
の
進
行
は
、「
恐
」
れ
の
対
象
と
し
て
こ
こ
で

は
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
る
。 

 

先
に
言
及
し
た
「
冉
冉
」、「
忽
忽
」
と
い
う
語
も
「
離
騒
」
見
え
る
。 

 

老
冉・

冉・

兮
將
至
兮 

 

老お

い
の
冉
冉

ぜ
ん
ぜ
ん

と
し
て
其そ

れ
将ま

さ

に
至い

た

ら
ん
と
す 

恐
脩
名
之
不
立 

 
 

脩
名

し
ゅ
う
め
い

の
立た

た
ざ
る
を
恐お

そ

る 

 
 

こ
こ
で
は
「
脩
名
」
を
立
て
る
よ
り
先
に
「
老
」
い
る
こ
と
が
案
じ
ら
れ
る
。
王
逸
が
「
冉
冉
は
、

行
く
貌
」
と
注
を
つ
け
た
よ
う
に
、
喚
起
さ
れ
る
の
は
迫
り
く
る
「
老
」
と
、
流
れ
る
時
間
で
あ
る

（
先
に
挙
げ
た
「
冉
冉
」
を
用
い
た
諸
作
品
の
先
蹤
と
な
ろ
う
）。 

 
 

 
 

朝
發
軔
於
蒼
梧
兮 

 

朝
あ
し
た

に
軔

く
る
ま

を
蒼
梧

そ

う

ご

に
発は

っ

し 

夕
余
至
乎
縣
圃 

 
 

夕ゆ
う

べ
に
余わ

れ 

県
圃

け

ん

ぽ

に
至い

た

る 

欲
少
留
此
靈
瑣
兮 

 

少
い
さ
さ

か
此こ

の
霊
瑣

れ

い

さ

に
留と

ど

ま
ら
ん
と
欲ほ

っ

す
る
も 

日
忽・

忽・

其
將
暮 

 
 

日ひ 

忽
忽

こ
つ
こ
つ

と
し
て
其そ

れ
将ま

さ

に
暮く

れ
ん
と
す 

 

朝
は
「
蒼
梧
」
、
夕
は
「
県
圃
」
と
天
界
を
移
動
す
る
。
「
霊
瑣
〔
飾
り
が
施
さ
れ
て
い
る
門
〕」

の
と
こ
ろ
で
束
の
間
留
ま
り
た
い
と
願
う
も
、
時
間
の
余
裕
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

西
に
傾
く
太
陽
は
、「
忽
」
を
重
ね
た
「
忽
忽
」
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
、
移
り
ゆ
く
時
間
の
速
さ
が

印
象
づ
け
ら
れ
る
。 

「
忽
」「
冉
冉
」「
忽
忽
」
は
、
い
ず
れ
も
時
間
の
流
れ
る
速
さ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
捉
え
た

表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
好
ま
し
く
な
い
状
態
と
し
て
の
「
零
落
」「
老
」「
暮
」
に
向
か
う
速
さ
と
重

な
り
、
緊
張
感
を
作
品
に
加
え
る
。 

『
詩
経
』
に
詠
わ
れ
た
時
間
は
、「
夏
の
日
、
冬
の
日
」
と
、
規
則
正
し
く
巡
る
季
節
に
よ
っ
て

保
証
さ
れ
た
流
れ
で
あ
る
。
人
は
こ
う
し
た
時
間
に
身
を
委
ね
、
死
を
「
百
歳
の
後
」
と
見
す
え
な

が
ら
、
い
ま
を
生
き
る
存
在
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
時
間
及
び
生
命
に
対
す
る
緩
や
か
な
把
握
が
、『
詩
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経
』
に
感
じ
る
穏
や
か
さ
を
作
っ
て
い
る
。 

「
離
騒
」
は
『
詩
経
』
の
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
構
え
た
も
の
で
は
な
い
。
先
へ
先
へ
と
流
れ
る
速

さ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
時
間
に
追
い
立
て
ら
れ
生
き
る
焦
慮
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
。 

た
だ
、
作
品
の
成
立
時
期
及
び
育
ま
れ
た
地
域
の
相
異
を
超
え
て
、『
詩
経
』「
離
騒
」
か
ら
共
有

さ
れ
た
時
間
把
握
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
夏
の
日
、
冬
の
日
」、「
春
と
秋 

其
れ
代
に
序
づ
」、

「
冉
冉
」、「
忽
忽
」
か
ら
時
間
の
み
を
抽
出
し
、
そ
こ
に
写
し
取
ら
れ
た
時
間
の
あ
り
方
に
目
を
向

け
れ
ば
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
向
か
う
一
本
の
連
続
し
た
流
れ

が
輪
郭
を
現
す
。 

『
詩
経
』「
離
騒
」
に
お
い
て
、
思
い
描
か
れ
た
時
間
は
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
表
現

に
無
意
識
に
写
し
取
ら
れ
た
時
間
に
対
す
る
普
遍
的
な
認
識
と
い
え
よ
う
（
円
を
描
く
か
真
っ
す
ぐ

に
伸
び
る
の
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
滞
り
の
な
い
流
れ
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
本

と
表
現
し
た
）。 

「
古
詩
十
九
首
（
漢
末
の
成
立
）」
を
挙
げ
よ
う
四

。 

 

「
古
詩
十
九
首
」
其
一 

 

（
前
略
） 

相
去
日
已

・

・

遠 
 

相あ
い

去さ

る
こ
と
日ひ

に
已す

で

に
遠と

お

く 

衣
帶
日
已

・

・

緩 
 

衣
帯

い

た

い 

日ひ

に
已す

で

に
緩ゆ

る

し 

浮
雲
蔽
白
日 

 

浮
雲

ふ

う

ん 

白
日

は
く
じ
つ

を
蔽お

お

い 

遊
子
不
顧
反 

 

遊
子

ゆ

う

し 

反か
え

る
を

顧
か
え
り
み

ず 
 

思
君
令
人
老 

 

君く
ん

を
思お

も

い
て
人ひ

と

を
し
て
老お

い
し
む 

歲
月
忽
已
晚 

 

歲
月

さ
い
げ
つ 

忽こ
つ

と
し
て
已す

で

に
晚お

そ

し 

弃
捐
勿
復
道 

 

弃
捐

き

え

ん

し
て
復ま

た  

道い

う
勿な

か

れ 

努
力
加
餐
飯 

 

努
力

ど
り
ょ
く

し
て
餐
飯

さ
ん
ぱ
ん

を
加く

わ

え
よ 

 夫
は
家
を
離
れ
、
妻
は
残
さ
れ
た
空
房
を
守
る
、
い
わ
ば
遊
子
思
婦
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
で
あ

る
。「
相
去
る
こ
と
日
に
已
に
遠
く
、
衣
帯 

日
に
已
に
緩
し
」
は
、「
日
」
と
と
も
に
、
変
化
を
重

ね
る
夫
と
妻
の
様
相
を
詠
っ
た
有
名
な
句
で
あ
る
。
時
は
流
れ
、
夫
は
妻
か
ら
遠
ざ
か
り
、
家
に
留

ま
る
妻
は
や
せ
細
っ
て
い
く
こ
と
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
日
に
已
に
」
は
一
日
を
基
準
と
し
て
、

時
間
の
流
れ
を
捉
え
た
表
現
で
あ
る
。
滞
り
の
な
い
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

先
に
見
た
『
詩
経
』「
離
騒
」
と
同
じ
認
識
の
元
、
時
間
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、「
日
に
（
趨
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く
）」「
日
に
以
て
」
が
類
似
表
現
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
古
詩
」
及
び
「
古
歌
」
と
称

さ
れ
る
作
品
に
見
え
る
も
の
で
、
当
時
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
五

）。 
「
日
」
と
い
う
相
に
お
い
て
流
れ
を
捉
え
た
表
現
を
遡
っ
て
い
く
と
、『
楚
辞
』「
惜
誓
」
に
た
ど

り
着
く
こ
と
と
な
る
。  

 

 

惜
余
年
老
而
日・

衰
兮 

 

惜お
し

む
ら
く
は
余わ

れ 

年と
し 

老お

い
て
日ひ

び
衰

お
と
ろ

え 

 

歲
忽
忽
而
不
反 

 
歲と

し 
忽
忽

こ
つ
こ
つ

と
し
て
反か

え

ら
ざ
る
を 

 

（
中
略
） 

壽
冉
冉
而
日・

衰
兮 

 

寿じ
ゅ 

冉
冉

ぜ
ん
ぜ
ん

と
し
て
日ひ

び
衰お

と

え 

固
儃
回
而
不
息 

 

固と
き 

儃
回

せ
ん
か
い

し
て
息や

す

ま
ず 

 「
衰
」
の
進
行
、「
歳
」
の
流
失
、
迫
り
く
る
「
寿
」
の
状
相
に
、「
忽
忽
」「
冉
冉
」
と
と
も
に
、

「
日
び
」
を
用
い
る
。「
固 

儃
回
し
て
息
ま
ず
」
と
続
く
よ
う
に
、
時
間
は
無
窮
に
流
れ
続
け
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。 

 

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
先
行
す
る
諸
作
品
に
見
ら
れ
る
時
間
表
現
、
及
び
表
現
に
現
わ
れ
た
時
間
把

握
を
改
め
て
ま
と
め
て
お
く
。 

 

ま
ず
、
表
現
の
継
承
と
創
出
に
つ
い
て
。
時
間
を
流
れ
に
お
い
て
捉
え
た
表
現
は
、
決
し
て
多
く

な
い
。
本
章
の
「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
も
う
一
つ
の
視
点
、
人
が
向
き
合
う
時
間
を
そ
の
短
さ

か
ら
捉
え
た
も
の
と
比
べ
て
み
る
と
、
差
は
歴
然
で
あ
る
。「
朝
露
」
の
他
に
、「
人
生 
幾
何

い
く
ば
く

ぞ
」「
人

生 

百
に
満
た
ず
」「
倏
忽
た
る
こ
と
白
駒
の
隙
を
過
ぐ
る
が
如
し
」「
人
生 

金
石
に
非
ら
ず
」「 

石

を
鑿
ち
て
火
を
見
る
が
如
し
」「
風
の
中
の
燭
」「
飛
鳥
の
枯
枝
に
棲
ぐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
作
品

の
蓄
積
と
と
も
に
表
現
は
多
様
化
し
た
。 

一
方
、
時
間
の
流
れ
を
捉
え
た
表
現
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
『
詩
経
』『
楚
辞
』
及
び
「
古
詩
」
の

も
の
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
月
の
運
行
、
季
節
の
循
環
と
い
っ
た
自
然
の

営
み
の
中
に
見
出
す
も
の
、「
忽
」「
冉
冉
」「
忽
忽
」
と
進
み
ゆ
く
速
さ
に
着
目
し
た
も
の
、
一
日

（「
日
」）
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
重
な
り
の
中
に
見
出
す
も
の
（「
日
（「
日
已
」
日
趨
」「
日
以
）」）

で
あ
る
。
流
れ
を
詠
う
表
現
パ
タ
ー
ン
の
乏
し
さ
は
、
実
体
の
な
い
ゆ
え
言
葉
と
し
て
捉
え
る
こ
と

の
難
し
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
人
が
向
き
合
う
時
間
を
そ
の
短
さ
か
ら
捉
え
た
表
現
は
知
覚
さ
れ

る
事
物
に
擬
え
る
こ
と
で
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
右
に
挙

げ
た
い
く
つ
か
の
作
品
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
い
表
現
を
踏
襲
し
つ
つ
、
わ
ず
か
な
展
開
を

見
せ
る
の
み
で
あ
る
。 

次
に
、
時
間
意
識
、
時
間
認
識
に
つ
い
て
。「
夏
冬
」「
日
月
」、「
忽
」「
冉
冉
」「
忽
忽
」、「
日
（「
日
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已
」
日
趨
」「
日
以
）」
と
、
異
な
る
表
現
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
時
間
に
共
通
性
が
存
在
す
る
。
過

去
、
現
在
、
未
来
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
無
窮
の
中
に
流
れ
が
認
め
ら
れ
、
人
び
と

は
こ
う
し
た
時
間
に
身
を
置
き
、
過
去
を
ふ
り
返
り
、
未
来
を
見
通
し
た
上
で
、
現
在
を
生
き
る
も

の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

二
、「
一
日
」「
一
夕
」「
一
朝
」 

  

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
表
現
に
現
わ
れ
た
時
間
把
握
の
特
質
を
見
て
み
よ
う
。 

其
三
十
三
の
全
文
を
挙
げ
よ
う
。 

 

一
日
復
一
夕 

 

一い
ち

日じ
つ 

復ま
た 

一い
っ

夕せ
き 

一
夕
復
一
朝 

 

一い
っ

夕せ
き 

復ま
た 

一い
っ

朝
ち
ょ
う 

顏
色
改
平
常 

 

顔
色

が
ん
し
ょ
く 

平
常

へ
い
じ
ょ
う

を
改

あ
ら
た

め 

精
神
自
損
消 

 

精
神

せ
い
し
ん 

自
お
の
ず
か

ら
損そ

ん

消
し
ょ
う

す 

胸
中
懷
湯
火 

 

胸

中

き
ょ
う
ち
ゅ
う 

湯と
う

火か

を
懐い

だ

き 

變
化
故
相
招 

 

変
化

へ

ん

か  

故
こ
と
さ
ら

に
相あ

い

招ま
ね

く 

萬
事
無
窮
極 

 

万
事

ば

ん

じ 

窮
き
ゅ
う

極
き
ょ
く

無な

く 

知
謀
苦
不
饒 

 

知
謀

ち

ぼ

う

の
饒

ゆ
た
か

な
ら
ざ
る
に
苦く

る

し
む 

但
恐
須
臾
間 

 

但た

だ
恐お

そ

る 

須
臾

し

ゅ

ゆ

の
間か

ん

に 

魂
氣
隨
風
飄 

 

魂
気

こ

ん

き 

風か
ぜ

に
随

し
た
が

い
て

飄
ひ
る
が
え

る
を 

終
身
履
薄
冰 

 

終
身

し
ゅ
う
し
ん 

薄
冰

は
く
ひ
ょ
う

を
履ふ

む 

誰
知
我
心
焦 

 

誰た
れ

か
我わ

が
心

こ
こ
ろ

の
焦こ

が

る
る
を
知し

ら
ん 

 一
日
が
過
ぎ
去
り
、
夕
方
が
や
っ
て
く
る
／
夕
方
が
過
ぎ
去
り
、
ま
た
朝
が
や
っ
て
く
る
／
面

影
は
一
つ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
絶
え
ず
変
わ
っ
て
い
き
／
精
神
も
自
ず
と
や
つ
れ
て
い
く
／

胸
の
う
ち
に
煮
え
た
ぎ
る
よ
う
な
思
い
が
あ
り
／
移
ろ
い
ゆ
く
こ
と
が
こ
と
さ
ら
に
感
情
を

掻
き
立
て
る
／
万
事
は
絶
え
ず
姿
か
た
ち
を
変
え
て
い
き
／
知
識
や
は
か
り
ご
と
が
十
分
で

な
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
／
た
だ
ひ
た
す
ら
に
恐
れ
る
の
は
、
束
の
間
に
／
魂
が
風
に
乘
り
、
飛

び
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
／
薄
く
張
ら
れ
た
氷
上
を
そ
っ
と
歩
く
よ
う
に
慎
重
に
生
き
る
／
焦

げ
付
く
よ
う
な
胸
の
う
ち
を
誰
が
わ
か
っ
て
く
れ
よ
う 
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「
日
」「
夕
」「
朝
」
は
、
主
人
公
が
向
き
合
う
時
間
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
復
」

で
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
三
つ
の
時
間
の
反
復
に
よ
る
流
れ
が
出
来
上
が
る
。「
一
」
は
、「
日
」「
夕
」

「
朝
」
に
輪
郭
を
与
え
、
流
れ
去
っ
た
無
数
の
時
間
と
目
の
前
の
そ
れ
と
を
区
別
し
、
い
ま
ま
さ
に

臨
ん
で
い
る
瞬
間
（「
一
日
」「
一
夕
」「
一
朝
」）
に
焦
点
を
当
て
な
お
し
て
い
る
こ
と
を
印
象
付
け

る
。
流
れ
の
中
の
現
在
に
居
合
わ
せ
続
け
る
主
人
公
の
姿
が
合
わ
せ
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
表
現
に
よ
る
喚
起
力
と
は
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
次
か
ら
次
へ
と
目
に
映
る
時
間
の
描
写
は
、

更
に
は
流
れ
る
そ
の
速
さ
を
も
写
し
取
っ
て
い
る
。
作
中
の
主
人
公
が
向
き
合
う
時
間
で
あ
る
。 

従
来
の
作
品
、
例
え
ば
先
に
見
た
「
離
騒
」
「
惜
誓
」
「
却
東
西
門
行
」
の
よ
う
に
、「
老
」
「
衰
」

と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
抽
象
的
に
詠
わ
れ
て
き
た
人
間
の
変
化
は
、「
詠
懐
詩
」
の
こ
の
篇
で
は
「
顔

色
」
と
「
精
神
」、
す
な
わ
ち
外
面
と
内
面
の
衰
え
と
し
て
具
体
的
に
提
示
さ
れ
る
。「
平
常
」
は
、

今
か
ら
過
去
に
目
を
転
じ
る
際
に
見
え
て
く
る
も
の
。
そ
こ
に
自
ず
と
過
去
と
現
在
の
対
比
が
出
来

上
が
る
。「
顔
色
」「
精
神
」
の
変
容
は
、
他
で
も
な
く
主
人
公
が
立
ち
会
っ
て
い
る
こ
の
一
瞬
、
詩

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
一
日
」「
一
夕
」
「
一
朝
」
が
契
機
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

「
魂
気 

風
に
随
い
て
飄
る
」
と
は
、
人
の
死
を
指
す
六

。「
須
臾
の
間
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ

で
は
死
は
突
如
に
や
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
詠
出
さ
れ
た
の
は
、
極
め
て
不
確
か
な

生
命
の
姿
で
あ
る
。 

目
の
前
の
一
瞬
を
生
命
（
「
顔
色
」「
精
神
」）
に
何
ら
か
の
変
化
を
与
え
る
も
の
と
し
て
意
識
す

る
こ
と
、
そ
れ
に
続
く
一
瞬
に
予
期
せ
ぬ
終
わ
り
が
訪
れ
る
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の

篇
に
描
か
れ
た
の
は
、「
老
」「
死
」、
す
な
わ
ち
人
が
辿
る
で
あ
ろ
う
軌
跡
を
あ
ら
か
じ
め
見
通
す

こ
と
が
で
き
ず
、
不
確
か
な
生
命
ゆ
え
、
そ
の
と
き
ど
き
を
生
き
る
主
人
公
の
姿
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
生
命
の
詠
出
に
、
時
間
を
め
ぐ
る
独
特
な
認
識
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
」
は
、
目
の
前
を
過
ぎ
行
く
時
間
を
そ
の
ま
ま
言
葉
と
し
て
写

し
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
時
間
の
流
れ
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
過
ぎ
去
っ
た
一
瞬
一
瞬
を
繋
い
で
出
来
上
が
る
、
過
去
に
お
け
る
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く

は
ず
の
、
こ
の
一
瞬
及
び
次
の
一
瞬
、
す
な
わ
ち
現
在
お
よ
び
未
来
を
、
過
去
の
流
れ
の
延
長
線
上

に
置
か
れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
詩
の
語
り
手
は
予
め
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。 

過
去
か
ら
未
来
に
向
か
っ
て
流
れ
ゆ
く
連
続
性
を
も
っ
た
時
間
と
し
て
の
性
格
の
揺
ら
ぎ
が
、
未

知
で
不
確
か
な
一
瞬
一
瞬
と
向
き
合
い
な
が
ら
生
き
る
様
相
の
詠
出
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
終
身 

薄
冰
を
履
む
」
と
末
尾
句
に
吐
露
し
た
生
き
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
慎
重
さ
と

危
機
感
は
、
こ
う
し
た
時
間
把
握
の
中
に
あ
っ
て
切
実
な
心
情
と
し
て
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。 

「
詠
懐
詩
」
其
八
十
一
を
挙
げ
よ
う
。 
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昔
有
神
仙
者 

 

昔
む
か
し 

神
仙
者

し
ん
せ
ん
し
ゃ 

有あ

り 
羨
門
及
松
喬 

 

羨
門

せ
ん
も
ん 

及お
よ

び
松

喬

し
ょ
う
き
ょ
う 

噏
習
九
陽
間 

 

噏
習
す
る
こ
と
九
陽

き
ゅ
う
よ
う

の
間か

ん 

升
遐
嘰
雲
霄 

 

升
遐

し
ょ
う
か

し
て
雲
霄

う
ん
し
ょ
う

を
嘰く

ら

う 

人
生
樂
長
久 

 
人
生

じ
ん
せ
い 

長

久

ち
ょ
う
き
ゅ
う

を
楽た

の

し
み 

百
年
自
言
遼 

 

百
年

ひ
ゃ
く
ね
ん 

自
み
ず
か

ら
遼は

る

か
な
る
と
言い

う 

白
日
隕
隅
谷 

 

白
日

は
く
じ
つ 

隅
谷
に
隕く

ず

れ 

一
夕
不
再
朝 

 

一
夕

い
っ
せ
き 

再
ふ
た
た

び
朝

ち
ょ
う

せ
ざ
る
あ
り 

豈
若
遺
世
物 

 

豈あ
に 

世
物

せ

ぶ

つ

を
遺わ

す

れ 

登
明
遂
飄
颻 

 

登
明

と
う
み
ょ
う 

遂つ
い

に
飄
颻

ひ
ょ
う
よ
う

す
る
に
若し

か
ん
や 

 

仙
な
る
空
間
に
生
き
る
「
神
仙
」
と
儚
い
人
間
が
対
比
的
に
詠
わ
れ
る
。
冒
頭
四
句
で
は
、
時
間

に
支
配
さ
れ
な
い
神
仙
の
生
活
ぶ
り
を
称
え
、
続
く
四
句
で
は
、
人
間
界
に
生
き
る
こ
と
の
現
実
を

嘆
く
。 

後
半
に
描
出
さ
れ
た
人
間
界
の
時
間
が
独
特
な
流
れ
を
作
っ
て
い
る
。
古
来
よ
り
太
陽
は
時
間
と

密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
規
則
正
し
い
太
陽
の
運
行
は
時
間
そ
の
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
。

阮
籍
の
こ
の
篇
で
は
、
太
陽
は
「
隅
谷
」
に
「
隕
」
れ
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
沈
ん
で
い
く
太
陽

は
、
一
日
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
太
陽
の
動
き
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
時
間
そ

の
も
の
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
隕
」
れ
る
と
い
う
太
陽
の
描

写
を
承
け
、
二
度
と
明
け
な
い
「
朝
」
が
詠
わ
れ
る
。
再
び
日
が
昇
り
「
朝
」
を
迎
え
る
こ
と
で
、

時
間
は
循
環
し
流
れ
ゆ
く
。
「
夕
」
と
「
朝
」
の
断
絶
は
太
陽
の
異
常
な
動
き
を
示
す
だ
け
で
な
く
、

太
陽
の
動
き
と
と
も
に
進
ん
で
い
た
そ
れ
ま
で
の
時
間
の
崩
壊
を
も
意
味
す
る
。 

儚
い
生
で
あ
る
上
、
極
め
て
不
確
か
な
時
間
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
重
の
意
味
に
お
け

る
苦
し
み
を
引
き
受
け
生
き
る
自
覚
が
、
最
後
の
二
句
「
豈
に
世
物
を
遺
れ
、
登
明 

遂
に
飄
颻
す

る
に
若
か
ん
や
」
と
い
う
人
間
界
か
ら
の
逃
避
願
望
に
収
れ
ん
さ
れ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
テ
ク
ス
ト
外
の
現
実
に
即
せ
ば
、
時
間
の
流
れ
に
変
化
が
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
日
常
に
お
い
て
次
の
瞬
間
を
生
命
の
最
後
の
一
瞬
と
見
な
し
生
き
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
緩
や
か
な
時
間
把
握
ま
た
は
生
命
把
握
を
こ
こ
に
挙
げ
た
「
詠
懐
詩
」
か
ら
抽
出

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 

其
三
十
三
と
詠
い
興
し
を
共
有
す
る
其
三
十
四
を
挙
げ
よ
う
。 
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一
日
復
一
朝 

 

一い
ち

日じ
つ 

復ま
た

一い
っ

朝
ち
ょ
う 

一
昏
復
一
晨 

 

一い
っ

昏こ
ん 

復ま
た

一い
っ

晨し
ん 

容
色
改
平
常 

 

容よ
う

色
し
ょ
く 

平
常

へ
い
じ
ょ
う

を
改

あ
ら
た

め 
精
神
自
飄
淪 

 

精
神

せ
い
し
ん 

自
お
の
づ
か

ら
飄
淪

ひ
ょ
う
り
ん

す 

臨
觴
多
哀
楚 

 

觴
さ
か
づ
き

に
臨の

ぞ

み
て
哀あ

い

楚そ

多お
お

し 

思
我
故
時
人 

 

我わ

が
故
時

こ

じ

の
人ひ

と

を
思お

も

う 

對
酒
不
能
言 

 
酒さ

け

に
対む

か

い
て
言い

う
能あ

た

わ
ず 

悽
愴
懷
酸
辛 

 

悽
愴

せ
い
そ
う

と
し
て
酸さ

ん

辛し
ん

を
懐い

だ

く 

願
耕
東
皋
陽 

 

東と
う

皋こ
う

の
陽

み
な
み

に
耕た

が

さ
ん
こ
と
を
願ね

が

う
も 

誰
與
守
其
眞 

 

誰だ
れ

と
与と

も

に
か
其そ

の
真し

ん

を
守ま

も

る 

愁
苦
在
一
時 

 

愁
し
ゅ
う

苦く 

一
時

い
っ
と
き

に
在あ

り 

高
行
傷
微
身 

 

高こ
う

行こ
う 

微び

身し
ん

を
傷

そ
こ
な

う 

曲
直
何
所
爲 

 

曲
き
ょ
く

直
ち
ょ
く 

何な
ん

の
為な

す
所

と
こ
ろ

ぞ 

龍
蛇
爲
我
鄰 

 

龍
り
ゅ
う

蛇だ 

我わ

が
鄰り

ん

と
為な

す 

 一
日
が
過
ぎ
、
ま
た
朝
が
く
る
／
暮
れ
方
が
過
ぎ
、
ま
た
明
け
方
が
や
っ
て
く
る
／
容
相
は
一

つ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
変
わ
っ
て
い
き
／
精
神
も
ひ
と
り
で
に
尽
き
果
て
て
い
く
／
さ
か
ず

き
を
前
に
悲
し
み
ば
か
り
が
多
く
／
我
が
こ
こ
ろ
に
叶
う
昔

い
に
し

え
人び

と

に
思
い
を
馳
せ
る
／
酒
に

む
か
い
言
葉
も
出
ず
／
痛
み
に
満
ち
た
胸
に
辛
さ
を
抱
え
込
む
／
東
皋
の
南
で
の
ん
び
り
と

畑
仕
事
で
も
し
た
い
と
願
う
が
／
誰
と
と
も
に
そ
の
よ
う
な
「
真
」
を
守
ろ
う
／
憂
い
と
苦
し

み
が
一
瞬
に
押
し
寄
せ
／
高
尚
な
行
い
は
卑
し
い
身
を
傷
つ
け
る
ば
か
り
で
あ
る
／
世
間
に

合
わ
せ
て
調
子
を
変
え
る
こ
と
は
や
め
よ
う
／
と
ぐ
ろ
を
巻
き
じ
っ
と
身
を
潜
め
る
龍
蛇
こ

そ
が
私
の
知
己
な
の
だ
。 

 

目
の
前
を
「
日
」「
朝
」「
昏
」「
晨
」
と
時
間
が
過
ぎ
行
く
様
相
、
そ
れ
と
向
き
合
う
生
命
の
あ

り
方
を
詠
っ
た
冒
頭
四
句
は
、
其
三
十
三
と
同
じ
で
あ
る
。
八
十
二
篇
あ
る
作
品
の
中
で
、
同
じ
詠

い
興
し
は
こ
の
二
篇
の
み
で
あ
り
、
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。
同
じ
表
現
を
繰
り
返
す
と
こ
ろ
に
、

詠
み
手
の
強
い
思
い
入
れ
が
窺
わ
れ
る
。 

第
五
句
以
降
は
孤
独
感
が
吐
露
さ
れ
る
。
憂
い
が
募
り
、
酒
を
手
に
「
故
時
の
人
」
に
思
い
を
馳

せ
る
も
、
か
え
っ
て
一
人
で
盃
を
傾
け
て
い
る
と
い
う
現
実
に
気
付
か
さ
れ
、
悲
し
み
を
深
め
て
い

く
様
子
が
詠
わ
れ
る
。
先
に
見
た
其
三
十
三
で
は
、
第
五
句
以
降
、「
湯
火
を
懐
く
」「
苦
し
む
」「
恐

る
」「（
心
が
）
焦
が
る
」
と
心
情
の
吐
露
を
重
ね
て
い
く
が
、「
誰
か
…
…
知
ら
ん
」
と
結
ん
で
い
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る
た
め
、
文
字
と
し
て
表
さ
れ
た
一
つ
一
つ
の
感
情
よ
り
も
、
分
か
ち
合
う
相
手
の
い
な
い
ゆ
え
生

じ
る
孤
独
感
が
印
象
と
し
て
残
る
作
品
で
あ
る
。
其
三
十
三
に
詠
わ
れ
た
孤
独
感
、
ま
た
そ
う
し
た

孤
独
感
か
ら
遁
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
閉
塞
感
は
、
こ
の
篇
（
其
三
十
四
）
に
お
い
て
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
。「
詠
懐
詩
」
群
の
中
に
お
い
て
、
前
後
を
な
し
、
か
つ
詠
い
興
し
を
同
じ
く
す
る
こ
の

両
篇
は
、
同
じ
感
情
を
も
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

其
三
十
三
で
は
、
主
人
公
は
同
じ
状
況
に
留
ま
り
、
そ
こ
に
生
き
る
苦
悩
を
最
後
ま
で
綿
々
と
つ

づ
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
続
く
こ
の
篇
で
は
、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
の
逃
避
が
試
み
ら
れ
る
。
第

九
句
に
見
え
る
「
東
皋
の
陽
」
は
隠
者
が
住
ま
う
世
界
で
あ
る
七

。
阮
籍
詩
に
お
い
て
、
上
世
、
川

の
ほ
と
り
と
い
っ
た
隠
逸
の
地
、
神
仙
世
界
は
、
現
世
か
ら
時
間
的
、
空
間
的
に
隔
た
っ
た
理
想
の

場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
第
二
章
及
び
第
三
章
で
詳
し
く
見
て
い
く
）。

そ
こ
で
の
生
活
に
思
い
を
巡
ら
し
、
逡
巡
し
た
上
、「
龍
蛇
」
の
近
く
で
ひ
っ
そ
り
生
き
よ
う
、
と

詠
い
収
め
る
。
「
龍
蛇
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
俗
世
か
ら
距
離
を
と
り
、
身
を
隠
し
生
き
る
象

徴
で
あ
る
。 

「
一
日
」「
一
夕
」「
一
朝
」
と
目
の
前
を
過
ぎ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
時
間
の
点
は
一

本
の
流
れ
を
作
っ
て
い
く
。
現
象
と
し
て
同
じ
よ
う
に
流
れ
を
作
る
一
瞬
一
瞬
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

と
き
ど
き
を
生
き
る
主
人
公
に
と
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
予
測
さ
れ
た
時
間
お
よ
び
生
命
を
生
き
る
の

と
、
予
測
で
き
な
い
不
安
定
な
一
瞬
一
瞬
に
生
命
を
曝
し
な
が
ら
生
き
る
の
と
で
は
、
時
間
認
識
及

び
生
命
意
識
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
未
知
の
一
瞬
一
瞬

と
向
き
合
い
な
が
ら
生
き
る
緊
迫
感
が
、
「
一
日
復
一
夕
」
に
よ
っ
て
初
め
て
表
現
し
得
た
の
で
あ

る
。 阮

籍
詩
に
始
ま
る
こ
の
表
現
は
以
降
踏
襲
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
一
つ
の
型
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い

く
こ
と
と
な
る
。 

  

三
、
後
世
に
お
け
る
「
一
日
復
一
夕
」
の
展
開 

  

「
一
日
復
一
夕
」
は
以
降
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
管
見
の
限
り
、
陳
・
沈
炯
の
楽
府
「
長
安
少

年
行
八

」（
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
十
六
）
が
最
初
で
あ
る
。 

 

長
安
好
少
年 

 

長
安

ち
ょ
う
あ
ん

に
好よ

き
少
年

し
ょ
う
ね
ん

あ
り 

驄
馬
鐵
連
錢 

 

驄
馬

そ

う

ば 

鉄
連
銭

て
つ
れ
ん
せ
ん

〔
良
馬
の
印
〕
た
り 
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陳
王
裝
腦
勒 

 

陳
王

ち
ん
お
う 

脳
勒

の
う
ろ
く

を
装

と
と
の

え 

晉
后
鑄
金
鞭 

 

晋
后

し
ん
こ
う 

金
鞭

き
ん
べ
ん

を
鋳い

る 
（
中
略
） 

道
邊
一
老
翁 

 

道み
ち

の
辺

ほ
と
り

に
一

ひ
と
り 

老
翁

ろ
う
お
う

あ
り 

顏
鬢
如
衰
蓬 

 

顔
鬢

が
ん
び
ん 

衰
蓬

す
い
ほ
う

の
如ご

と

し 

自
言
居
漢
世 

 
自

み
ず
か

ら
言い

う
漢
世

か

ん

せ

に
居お

り 

少
小
見
豪
雄 

 

少

小

し
ょ
う
し
ょ
う

に
し
て
豪
雄

ご
う
ゆ
う

を
見み

る
と 

五
侯
俱
拜
爵 

 

五
侯

ご

こ

う 
俱と

も

に
爵

し
ゃ
く

を
拜は

い

し 

七
貴
各
論
功 

 

七
貴

し

ち

き 

各
お
の
お
の 

功こ
う

を
論ろ

ん

ず 

建
章
通
北
闕 

 

建
章

け
ん
し
ょ
う 

北
闕

ほ
っ
け
つ

に
通つ

う

じ 

複
道
度
南
宮 

 

複
道

ふ
く
ど
う 

南
宮

な
ん
き
ゅ
う

に
度わ

た

る 

太
后
居
長
樂 

 

太
后

た
い
こ
う 

長
楽

ち
ょ
う
ら
く

に
居お

り 

天
子
出
回
中 

 

天
子

て

ん

し 

回
中

か
い
ち
ゅ
う

よ
り
出い

づ 

玉
輦
迎
飛
燕 

 

玉
輦

ぎ
ょ
く
れ
ん

も
て
飛
燕

ひ

え

ん

を
迎む

か

え 

金
山
賞
鄧
通 

 

金
山

き
ん
ざ
ん

も
て
鄧
通

と
う
つ
う

を
賞

し
ょ
う

す 

 
 

一
朝
復
一
日 

 

一
朝

い
っ
ち
ょ
う 

復ま

た 

一
日

い

ち

じ

つ 

忽
見
朝
市
空 

 

忽こ
つ

と
し
て
朝
市

ち
ょ
う
し

の
空く

う

な
る
を
見み 

扶
桑
無
復
海 

 

扶
桑

ふ

そ

う 

復ま
た 

海う
み 

無な

し 

崑
山
倒
向
東 

 

崑
山

こ
ん
ざ
ん 

東
ひ
が
し

に
向む

か
い
て
倒た

お

る 

少
年
何
假
問 

 

少
年

し
ょ
う
ね
ん 

何な
に

を
か
假
問

か

も

ん

す 

頹
齡
值
福
終 

 

頽
齢

た
い
れ
い 

福
さ
い
わ
い 

終
お
わ
り

に
値あ

い 

子
孫
冥
滅
盡 

 

子
孫

し

そ

ん 

冥め
い

し
滅ほ

ろ

び
尽つ

き 

鄉
閭
復
不
同 

 

郷
閭

き
ょ
う
り
ょ 

復ま
た 

同お
な

じ
か
ら
ず 

（
後
略
） 

 

素
晴
ら
し
い
馬
具
を
「
陳
王
」「
晋
后
」
の
も
の
に
擬
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
語
背
景
は
少
な

く
と
も
晋
以
降
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
い
ま
を
と
き
め
く
一
人
の
少
年
と
漢
代
よ
り
時
代
を
越
え
数

百
年
生
き
た
「
老
翁
」
と
出
会
う
舞
台
で
あ
る
。
「
老
翁
」
の
述
懐
に
よ
り
話
が
展
開
さ
れ
る
。
長

安
は
政
治
の
中
心
で
あ
り
、「
五
侯
」「
七
貴
」「
太
后
」「
天
子
」
が
華
や
か
な
生
活
を
送
る
地
で
あ

っ
た
。
し
か
し
い
ま
で
は
、
長
安
は
廃
墟
と
化
し
、
海
は
干
上
が
り
、
山
は
崩
れ
、
子
孫
は
み
な
死

に
、
故
郷
は
全
く
異
な
る
様
相
を
み
せ
て
い
る
、
と
い
う
。 

過
去
か
ら
現
在
に
話
を
転
じ
る
際
に
、「
一
朝
復
一
日
」
が
置
か
れ
る
。
目
の
前
を
過
ぎ
去
る
「
一
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朝
」「
一
日
」
は
、「
少
小
」
だ
っ
た
「
老
翁
」
を
老
い
に
導
き
、
周
囲
の
環
境
を
変
え
て
い
っ
た
。

同
時
に
、
前
後
語
ら
れ
る
天
変
地
異
は
聞
き
伝
え
に
よ
っ
て
知
り
得
た
の
で
は
な
く
、
「
老
翁
」
自

身
が
経
験
し
た
事
実
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
。 

隋
の
盧
思
道
「
聴
鳴
蝉
篇
九

」
で
は
、
阮
籍
詩
の
隻
句
の
み
を
襲
う
。 

 

（
前
略
） 

故
鄉
已
超
忽 

 

故
郷

こ
き
ょ
う 

已す
で

に
超

忽

ち
ょ
う
こ
つ

に
し
て 

空
庭
正
蕪
沒 

 

空
庭

く
う
て
い 

正ま
さ

に
蕪
没

ぶ

ぼ

つ

す 

 
 

一
夕
復
一
朝 

 

一
夕

い

っ

せ

き 

復ま
た 

一
朝

い
っ
ち
ょ
う 

坐
見
涼
秋
月 

 

坐ざ

し
て
涼

秋

り
ょ
う
し
ゅ
う

の
月つ

き

を
見み

る 

（
後
略
） 

 作
品
全
体
は
、
蝉
の
哀
し
い
鳴
き
声
を
聞
き
、
生
じ
た
一
連
の
こ
こ
ろ
の
動
き
を
綴
っ
て
い
る
。

長
い
間
故
郷
に
戻
れ
な
い
で
い
る
こ
と
を
慨
嘆
し
、
浮
世
で
奔
走
す
る
意
義
に
つ
い
て
思
索
し
、
最

後
に
「
帰
去
来

か
え
り
な
ん
い
ざ

、
青
山
の
下
。
秋
菊 

離
離
と
し
て
日
び
把と

る
に
堪た

う
。
独
り
枯
魚
を
焚
き
林
野
に

宴
す
」
と
陶
淵
明
「
帰
去
来
の
辞
」
を
踏
ま
え
、
田
園
生
活
に
憧
れ
を
示
す
。
右
に
引
く
四
句
は
、

故
郷
か
ら
離
れ
た
時
間
を
ふ
り
返
る
部
分
に
あ
た
る
。「
一
夕
」「
一
朝
」
と
目
の
前
を
流
れ
、
い
ま

秋
の
月
を
目
に
写
し
て
い
る
と
い
う
。
異
郷
に
身
を
寄
せ
、
移
り
変
わ
っ
て
い
く
時
間
を
た
だ
た
だ

見
上
げ
る
主
人
公
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。 

こ
こ
に
挙
げ
た
沈
炯
、
盧
思
道
の
作
品
は
い
ず
れ
も
「
詠
懐
詩
」
の
表
現
を
踏
襲
す
る
。
た
だ
注

意
し
た
い
の
は
、
元
の
阮
籍
詩
に
現
れ
た
独
特
な
時
間
認
識
を
こ
こ
に
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

過
去
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
不
安
定
な
一
瞬
一
瞬
、
そ
う
し
た
時
間
を
生
き
る
緊
張

感
と
緊
迫
感
は
感
じ
取
ら
れ
な
い
。
盧
、
沈
の
作
品
か
ら
喚
起
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
外

の
現
実
世
界
に
即
し
た
強
靭
な
時
間
の
流
れ
で
あ
る
。 

唐
代
に
入
る
と
、
表
現
が
整
え
ら
れ
て
い
く
。
李
白
の
「
単
父
東
楼
、
秋
夜
送
族
弟
沈
之
秦
」（『
李

太
白
全
集
』
巻
十
六
）
を
挙
げ
よ
う
。 

 

（
前
略
） 

遙
望
長
安
日 
 
 
 

遥
は
る
か

に
長
安

ち
ょ
う
あ
ん

の
日ひ

を
望の

ぞ

む
も 

不
見
長
安
人 

 
 
 

長
安

ち
ょ
う
あ
ん

の
人ひ

と

を
見み

ず 

長
安
宮
闕
九
天
上 

 

長
安

ち
ょ
う
あ
ん

の
宮
闕

き
ゅ
う
け
つ 

九
天

き
ゅ
う
て
ん

の
上う

え 

此
地
曾
經
爲
近
臣 

 

此こ

の
地ち 

曽
経

か

つ

て 

近
臣

き
ん
し
ん

と
為な

る 
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一
朝
復
一
朝 

 
 
 

一
朝

い
っ
ち
ょ
う 

復ま
た 

一
朝

い
っ
ち
ょ
う 

髮
白
心
不
改 

 
 
 

髪か
み 

白し
ろ

く
し
て
心

こ
こ
ろ 

改
あ
ら
た

め
ず 

 
 

屈
平
憔
悴
滯
江
潭 

 

屈
平

く
つ
へ
い 

憔

悴

し
ょ
う
す
い

し
て
江
潭

こ
う
た
ん

に
滞た

い

し 
亭
伯
流
離
放
遼
海 

 

亭
伯

て
い
は
く 

流
離

り
ゅ
う
り

し
て
遼
海

り
ょ
う
か
い

に
放よ

る 

折
翮
翻
飛
隨
轉
蓬 

 

翮
つ
ば
さ

を
折お

り
翻
飛

ほ

ん

ひ

し
て
転
蓬

て
ん
ぽ
う

に
随

し
た
が

い 

聞
弦
虛
墜
下
霜
空 

 

弦げ
ん

を
聞き

き
虚
墜

き
ょ
つ
い

し
て
霜
空

そ
う
く
う

に
下く

だ

る 

聖
朝
久
棄
青
雲
士 

 
聖
朝

せ
い
ち
ょ
う 

久ひ
さ

し
く
棄す

つ
青
雲

せ
い
う
ん

の
士し 

他
日
誰
憐
張
長
公 

 

他
日

た

じ

つ 
誰た

れ

か
憐

あ
わ
れ

む
張

長

公

ち
ょ
う
ち
ょ
う
こ
う 

 

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
族
弟
が
秦
へ
赴
く
に
際
し
、
贈
っ
た
送
別
の
作
で
あ
る
。
前
半
で
は
、

惜
別
の
情
を
詠
う
。
右
に
挙
げ
た
後
半
部
分
は
、
族
弟
が
去
っ
た
あ
と
の
こ
と
を
想
像
し
、
彼
の
忠

誠
心
及
び
才
能
を
称
え
、
こ
う
し
た
人
材
を
左
遷
し
た
朝
廷
へ
の
い
く
ば
く
か
の
非
難
を
滲
ま
せ
る
。 

「
一
朝
復
一
朝
」
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
間
に
目
を
向
け
た
表
現
と
な
る
。
表
現
に
変
化
が
見
ら
れ

る
。
阮
籍
、
沈
炯
、
盧
思
道
詩
に
見
え
る
表
現
を
「
一
A
復
一
B
」
型
と
す
る
な
ら
ば
、
李
白
の

こ
の
篇
で
は
「
一
A
復
一
A
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
文
字
の
不
均
等
ゆ
え
持
ち
え
た
個
性
を
な

ら
し
整
え
、「
復
」
の
前
後
を
統
一
す
る
こ
と
で
、
踏
襲
し
や
す
い
シ
ン
プ
ル
な
表
現
が
完
成
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
以
降
、
こ
の
「
一
A
復
一
A
」
型
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。 韓

愈
の
「
与
張
十
八
同
效
阮
歩
兵
〔
阮
籍
〕
一
日
復
一
夕
十

」
を
挙
げ
よ
う
。 

 

一
日
復
一
日 

 

一
日

い
ち
じ
つ 

復ま
た 

一
日

い
ち
じ
つ 

一
朝
復
一
朝 

 

一
朝

い
っ
ち
ょ
う 

復ま
た 

一
朝

い
っ
ち
ょ
う 

秖
見
有
不
如 

 

秖た

だ
如し

か
ざ
る
有あ

る
を
見み 

不
見
有
所
超 

 

超こ

ゆ
る
所

と
こ
ろ 

有あ

る
を
見み

ず 

 
 

（
後
略
） 

 
 
 宋

人
の
方
崧
卿
に
よ
る
の
題
下
注
が
見
え
る
。 

 

阮
嗣
宗
〔
阮
籍
〕「
詠
懐
詩
」
百
篇
近
し
。
其
一
六
韻
一
首
に
「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
。

顔
色
改
平
常
、
精
神
自
損
消
」
と
云
う
。
其
一
七
韻
一
首
に
「
一
日
復
一
朝
、
一
昏
復
一
晨
。

容
色
改
平
常
、
精
魂
自
飄
淪
」
と
云
う
。
公
の
詩
、
其
の
体
に
效
い
て
又
た
之
を
釈
し
て
「
一

日
復
一
日
、
一
朝
復
一
朝
」
と
曰
う
。
然
ら
ば
其
の
題
、
実
に
「
一
日
復
一
夕
」
に
效
う
よ
り
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始
ま
る
な
り
。
後
人
、
詩
語
と
題
と
相
応
ぜ
ず
を
以
て
併
せ
て
易
え
「
一
日
」
の
字
に
作
る
は

実
に
非
な
り
十
一

。 

 

阮
籍
詩
を
引
用
し
た
上
で
、
後
の
人
が
韓
愈
詩
の
冒
頭
句
「
一
日
復
一
日
」
に
合
わ
せ
、
詩
題
を

「
效
一
日
復
一
日
」
と
し
た
の
は
間
違
い
で
あ
り
、「
效
一
日
復
一
夕
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
る
。 

こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と
は
、
韓
愈
の
詩
題
が
「
与
張
十
八
同
效
阮
歩
兵
一
日
復
一
日・

」
で
流
通

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
」
「
一
日
復
一
朝
、
一
昏
復
一
晨
」
と
「
（
阮

歩
兵
）
一
日
復
一
日
」
、
宋
人
の
方
崧
卿
こ
そ
は
言
及
し
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
の
差
異

に
無
頓
着
だ
っ
た
よ
う
だ
。「
一
A
復
一
A
」
型
が
広
く
浸
透
し
、
阮
籍
詩
の
表
現
の
変
化
形
と
し

て
認
識
さ
れ
た
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
以
降
、
白
居
易
十
二

、
梅
堯
臣
十
三

、
陸
游
十
四

な
ど

も
「
一
A
復
一
A
」
型
を
用
い
て
お
り
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
何
度
も
確
認
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
踏
襲
さ
れ
た
の
は
表
現
の
み
で
、
阮
籍
詩
の

表
現
に
写
し
取
ら
れ
た
独
特
な
時
間
意
識
、
時
間
認
識
は
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

  お
わ
り
に 

  

「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
」「
一
日
復
一
朝
、
一
昏
復
一
晨
」
は
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
初

め
て
み
る
表
現
で
あ
る
。
時
間
の
流
れ
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
展
開
の
乏
し
い
流
れ
を
捉
え
た
表

現
を
新
た
に
こ
こ
に
詠
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
新
し
い
表
現
に
阮
籍
の
独
特
な
時
間
把
握
が

写
し
取
ら
れ
て
い
る
。
時
間
は
い
つ
閉
ざ
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
不
安
定
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
認
識
の
元
、
時
間
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
。 

「
一
日
復
一
夕
」
に
代
表
さ
れ
る
「
詠
懐
詩
」
に
見
ら
れ
る
時
間
は
、
作
品
に
詠
み
込
ま
れ
た
生

命
意
識
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
過
去
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
状
態
で
存
在
す
る
目
の
前
の

一
瞬
、
そ
し
て
新
た
に
訪
れ
る
不
確
か
な
次
の
一
瞬
に
居
合
わ
せ
続
け
る
主
人
公
は
、
乱
世
と
い
う

不
安
定
で
不
確
か
な
現
実
を
生
き
る
阮
籍
の
姿
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
殊
な
時
代
を
生
き
る

阮
籍
が
新
し
い
世
界
観
を
詠
み
出
だ
し
た
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
顔
延

之
は
「
阮
籍
は
晋
の
文
〔
司
馬
昭
〕
の
代
に
在
り
」
、
鍾
嶸
は
「
顔
延
年
〔
顔
延
之
〕
の
注
解
、
其

の
志
を
言
う
を
怯
る
」、
李
善
は
「
嗣
宗
〔
阮
籍
の
字
〕
は
身 

乱
朝
に
仕
え
」
る
と
い
う
よ
う
に
、

「
詠
懐
詩
」
に
阮
籍
が
生
き
た
時
代
、
す
な
わ
ち
乱
世
を
重
ね
る
所
以
で
あ
る
。 
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も
ち
ろ
ん
「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
時
間
認
識
、
時
間
意
識
を
詠
み
込

ん
だ
作
品
は
多
く
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
、
阮
籍
詩
の
豊
か
さ
あ
る
い
は
、
個
性
は
む
し
ろ
そ
れ
ま
で

と
は
異
な
る
世
界
観
を
詠
出
し
た
点
に
他
な
ら
な
い
。 

「
一
日
復
一
夕
」
は
、
そ
の
鮮
や
か
さ
ゆ
え
後
世
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
こ
に
見

ら
れ
た
時
間
把
握
は
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
世
の
作
品
に
用
い
ら

れ
た
表
現
を
「
一
A
復
一
B
」
あ
る
い
は
「
一
A
復
一
A
」
型
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
例
え
ば

「
冉
冉
」「
忽
忽
」「
日
に
已
に
」
と
は
異
な
っ
た
表
現
と
し
て
の
魅
力
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
お

き
た
い
。 

生
命
は
一
瞬
と
い
う
時
間
の
連
続
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
一
A
復
一

B
」
「
一
A
復
一
A
」
は
、
現
在
に
視
点
を
置
き
、
時
間
の
流
れ
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

自
ら
を
か
す
め
過
ぎ
行
く
一
瞬
一
瞬
を
そ
の
ま
ま
言
葉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
見

据
え
る
主
人
公
の
姿
が
言
外
に
喚
起
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
作
品
に
書
き
込
ま
れ
た
情
報
は
主
人
公

の
一
瞬
一
瞬
の
経
験
と
し
て
印
象
付
け
ら
れ
る
。
後
世
に
お
い
て
時
間
を
表
す
新
た
な
パ
タ
ー
ン
と

し
て
浸
透
し
た
の
も
、
表
現
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
固
有
の
喚
起
力
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。 

既
存
の
表
現
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
、
独
特
な
世
界
認
識
を
写
し
取
っ
て
新
し
い
表
現
が
完
成
さ
れ

た
。
そ
の
表
現
は
阮
籍
か
ら
離
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
世
界
観
は
再
現
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
詠
み
手
の
時
間
へ
の
捉
え
方
が
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
個
別
的
な
も

の
だ
っ
た
こ
と
が
踏
襲
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
る
。 

特
殊
な
時
代
に
身
を
置
い
た
阮
籍
だ
か
ら
こ
そ
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
、
あ
る
意
味
で
は
他
者
と
は

共
有
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
時
間
把
握
（
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
生
命
把
握
）
を
詠
出
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
阮
籍
詩
は
人
び
と
に
独
特
な
感
覚
を
与
え
、
文
学
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
異
色
の
存

在
と
し
て
一
席
を
占
め
て
い
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
序
」
で
見
た
よ
う
に
、
鍾
嶸
は
阮
籍
の
文
学
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
孤
立
し
た
存
在
と
し
て

捉
え
た
。「
一
日
復
一
夕
」
と
い
う
時
間
表
現
を
手
が
か
り
に
そ
の
所
以
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
表

現
に
現
わ
れ
た
独
特
な
世
界
観
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
詠
み
手
の
鋭
い
感
性
が
表
現
と
し
て
結
実

し
、
そ
の
作
品
に
独
特
な
雰
囲
気
を
纏
わ
せ
、
他
と
は
異
な
る
鮮
や
か
な
印
象
を
人
々
に
残
し
た
の

だ
ろ
う
。 

                                           

          

 

注 一 

『
詩
人
た
ち
の
時
空
―
―
漢
賦
か
ら
唐
詩
へ
―
―
』（
平
凡
社
選
書
一
二
〇
、
一
九
八
八
年
）（
初
出
は
、
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「
漢
代
六
朝
詩
に
お
け
る
空
間
表
現
の
形
式
と
そ
の
変
化
―
―
漢
賦
か
ら
唐
詩
ま
で
―
―
」『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
二
冊
、
一
九
八
七
年
）
更
に
氏
は
続
け
て
、「
そ
れ
に
し
て
も
時
間
を
め
ぐ
る
省

察
は
や
は
り
漢
代
の
古
詩
以
来
受
け
継
い
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
句
に
基
づ
い
て
、
作
者

の
思
想
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
詩
人
阮
籍
の
核
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。 

二 

鈴
木
修
次
氏
は
そ
の
論
著
『
中
国
古
代
文
学
論 

』（
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、「
古
代

の
詩
歌
は
、
主
体
性
を
持
つ
、
あ
る
い
は
強
烈
な
個
性
を
持
つ
個
人
的
詠
嘆
で
あ
ろ
う
と
す
る
方
向
に
は

向
か
わ
ず
、
む
し
ろ
、
共
同
社
会
生
活
に
お
け
る
一
員
と
し
て
の
、
没
個
性
的
共
同
感
情
を
の
べ
よ
う
と

す
る
方
向
に
、
よ
り
強
く
傾
く
」
と
述
べ
る
。
古
代
の
詩
歌
の
性
格
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
が
、
表
現
面

も
同
じ
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。 

三 

小
南
一
郎
氏
は
「
楚
辞
の
時
間
意
識
―
九
歌
か
ら
離
騒
」（
『
東
方
学
報
』、
五
十
八
号
、
一
九
八
六
年
、

の
ち
『
楚
辞
と
そ
の
注
釈
者
た
ち
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
収
め
ら
れ
る
）
に
お
い
て
、『
詩
経
』

と
『
楚
辞
』
に
お
け
る
時
間
認
識
の
相
異
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
『
楚
辞
』
の
独
自

性
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
す
る
。
本
論
で
は
、
阮
籍
詩
に
現
れ
て
い
る
時
間
認
識
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
両
者
の
時
間
把
握
の
共
通
点
に
関
心
を
置
く
。
な
お
、
引
用
の
『
楚
辞
』
は
全
て
、
洪
興
祖

補
注
『
楚
辞
補
注
』
に
よ
る
。 

四 

吉
川
幸
次
郎
氏
は
「
推
移
の
悲
哀
―
古
詩
十
九
首
の
主
題
―
」
上
中
下
（
『
中
国
文
学
報
』
、
第
十
册
、

第
十
二
册
、
第
十
四
册
、
一
九
五
九
年
、
一
九
六
〇
年
、
一
九
六
一
年
）
に
お
い
て
、
「
古
詩
十
九
首
」

に
見
ら
れ
る
「
人
間
が
時
間
の
上
に
生
き
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
悲
哀
の
感
情
」

を
「
推
移
の
悲
哀
」
を
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
は
、
時
間
表
現
と
り
わ
け
「
日
已
」
「
日
以
」
か
ら
見
出
さ
れ

る
時
間
そ
の
も
の
の
流
れ
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
な
お
、
「
古
詩
十
九
首
」
の
引
用
は
『
文
選
』
に
よ
る
。 

五 

「
日
已
」
を
含
む
両
句
の
注
（『
文
選
』
李
善
注
）
に
、
「
古
歌
」「
家
を
離
れ
て
日
に
遠
く
に
趨
き
、

衣
帯
日
に
緩
き
に
趨
く
」
が
引
か
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
古
詩
十
九
首
」
の
其
十
四
に
「
去
る
者
は
日
に

以
て
踈
く
、
生
く
る
者
は
日
に
以
て
親
し
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
日
已
」「
日
（
趨
）
」「
日
以
」
と
い
ず
れ

も
時
間
の
流
れ
を
捉
え
る
の
に
、「
日
」
と
い
う
時
間
単
位
に
目
を
留
め
て
い
る
。 

六 

『
礼
記
』
郊
特
牲
「
魂
氣
歸
于
天
、
形
魄
歸
于
地
。
」 

七 

阮
籍
の
奏
記
文
で
あ
る
「
詣
蔣
公
」（『
文
選
』
巻
四
十
一
）
に
「
方
將
耕
於
東
臯
之
陽
、
輸
黍
稷
之
稅
、

以
避
當
塗
者
之
路
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
東
臯
の
陽
」
は
、
高
官
高
位
に
繋
が
る
「
当
塗
の
路
」
と
対

に
な
っ
て
お
り
、
俗
世
の
中
枢
と
し
て
の
「
当
塗
の
路
」
か
ら
隔
た
っ
た
生
活
が
送
れ
る
空
間
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

八 

（
全
文
）
「
長
安
好
少
年
、
驄
馬
鐵
連
錢
、
陳
王
裝
腦
勒
、
晉
后
鑄
金
鞭
。
步
搖
如
飛
燕
、
寶
劍
似
舒

蓮
。
去
來
新
市
側
、
遨
遊
大
道
邊
。
道
邊
一
老
翁
、
顏
鬢
如
衰
蓬
。
自
言
居
漢
世
、
少
小
見
豪
雄
。
五
侯

俱
拜
爵
、
七
貴
各
論
功
。
建
章
通
北
闕
、
複
道
度
南
宮
。
太
后
居
長
樂
、
天
子
出
回
中
。
玉
輦
迎
飛
燕
、

金
山
賞
鄧
通
。
一
朝
復
一
日
、
忽
見
朝
市
空
。
扶
桑
無
復
海
、
崑
山
倒
向
東
。
少
年
何
假
問
、
頹
齡
值
福

終
。
子
孫
冥
滅
盡
、
鄉
閭
復
不
同
。
淚
盡
眼
方
暗
、
髀
傷
耳
自
聾
。
杖
策
尋
遺
老
、
歌
嘯
詠
悲
翁
。
遭
隨

各
有
遇
、
非
敢
訪
童
蒙
。
」 
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九 
『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
七
「
聽
鳴
蟬
詩
」（
全
文
）「
此
聽
悲
無
極
。
群
嘶
玉
樹
里
。
回
噪
金
門
側
。
長

風
送
晚
聲
。
清
露
供
朝
食
。
晚
風
朝
露
實
多
宜
。
秋
日
高
鳴
獨
見
知
。
輕
身
蔽
數
葉
。
哀
鳴
抱
一
枝
。
流

亂
罷
還
續
。
酸
傷
合
更
離
。
暫
聽
別
人
心
即
斷
。
才
聞
客
子
淚
先
垂
。
故
鄉
已
超
忽
。
空
庭
正
蕪
沒
。
一

夕
復
一
朝
。
坐
見
涼
秋
月
。
河
流
帶
地
從
來
嶮
。
峭
路
干
天
不
可
越
。
紅
塵
早
弊
陸
生
衣
。
明
鏡
空
悲
潘

掾
發
。
長
安
城
里
帝
王
州
。
鳴
鐘
列
鼎
自
相
求
。
西
望
漸
臺
臨
太
液
。
東
瞻
甲
觀
距
龍
樓
。
說
客
恒
持
小

冠
出
。
越
使
常
懷
寶
劍
游
。
學
仙
未
成
便
尚
主
。
尋
源
不
見
已
封
侯
。
富
貴
功
名
本
多
豫
。
繁
華
輕
薄
盡

無
憂
。
詎
念
嫖
姚
嗟
木
梗
。
誰
憶
田
單
倦
土
牛
。
歸
去
來
。
青
山
下
。
秋
菊
離
離
日
堪
把
。
獨
焚
枯
魚
宴

林
野
。
終
成
獨
校
子
云
書
。
何
如
還
驅
少
游
馬
。
」 

十 

（
全
文
）
「
一
日
復
一
日
、
一
朝
復
一
朝
。
祗
見
有
不
如
、
不
見
有
所
超
。
食
作
前
日
味
、
事
作
前
日

調
。
不
知
久
不
死
、
憫
憫
尚
誰
要
。
富
貴
自
縶
拘
、
貧
賤
亦
煎
焦
。
俯
仰
未
得
所
、
一
世
已
解
鑣
。
譬
如

籠
中
鶴
、
六
翮
無
所
搖
。
譬
如
兔
得
蹄
、
安
用
東
西
跳
。
還
看
古
人
書
、
復
舉
前
人
瓢
。
未
知
所
究
竟
、

且
作
新
詩
謠
。
」（
銭
仲
聯
集
釈
『
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
』
巻
十
二
） 

十
一 

（
原
文
）「
阮
嗣
宗
「
詠
懷
詩
」
近
百
篇
、
其
一
六
韻
一
首
云
、「
一
日
復
一
夕
、
一
夕
復
一
朝
。
顔

色
改
平
常
、
精
神
自
損
消
」。
其
一
七
韻
一
首
云
、「
一
日
復
一
朝
、
一
昏
復
一
晨
。
容
色
改
平
常
、
精
魂

自
飄
淪
」
公
詩
效
其
體
而
又
繹
之
曰
「
一
日
復
一
日
、
一
朝
復
一
朝
」。
然
其
題
實
自
「
效
一
日
復
一
夕
」

始
也
。
後
人
以
詩
語
與
題
不
相
應
、
併
易
作
一
日
字
實
非
也
。
」 

十
二 

『
白
氏
長
慶
集
』
巻
二
十
一
「
一
日
復
一
日
、
自
問
何
留
滯
。
為
貪
逐
日
俸
、
擬
作
歸
田
計
。
亦
須

隨
豐
約
、
可
得
無
限
劑
。
若
待
足
始
休
、
休
官
在
何
歲
。
」 

十
三 

『
宛
陵
集
』
巻
四
十
「
效
阮
歩
兵
一
日
復
一
日
二
首
」
「
一
日
復
一
日
、
一
朝
復
一
昏
。
來
新
去
成

故
、
俯
仰
變
凉
温
。
有
貴
即
有
賤
、
未
若
賤
常
存
。
騂
牛
慕
孤
㹠
、
黄
犬
悲
東
門
。
禍
福
相
為
基
、
損
益

不
復
言
。
吾
祖
入
吳
市
、
應
龍
非
伏
轅
」
「
一
日
復
一
日
、
一
晨
復
一
夕
。
四
序
相
盛
衰
、
三
辰
運
光
魄
。

下
上
有
常
理
、
憂
患
何
時
易
。
先
爛
泣
金
燃
、
先
焚
歎
薪
積
。
但
願
遠
世
網
、
焚
爛
不
能
責
。
麒
麟
出
非

時
、
未
免
西
狩
獲
。
鷗
鳥
浮
洪
波
、
心
巳
預
海
客
。
」 

十
四

『
剣
南
詩
藁
』
巻
三
十
三
「
自
警
」
「
人
生
非
金
石
、
夀
夭
不
自
知
。
一
日
復
一
日
、
亦
或
至
耄
期
。

方
其
未
死
間
、
早
夜
勿
自
欺
。
嗟
彼
陷
溺
者
、
太
山
起
毫
釐
。
努
力
戒
惰
偷
、
堯
舜
可
庶
㡬
。
我
今
齒
髮

弊
、
彊
健
復
㡬
時
。
一
寸
學
古
心
、
自
視
猶
可
為
。
雞
鳴
推
枕
起
、
為
善
亦
孳
孳
。
天
定
終
勝
人
、
吾
世

或
未
衰
。
素
業
果
有
傳
、
三
復
吾
此
詩
。
」 


