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（
一
）「
哭
」
と
「
啾
啾
」
に
つ
い
て

　

戦
争
と
い
う
究
極
の
地
獄
を
描
い
た
杜
甫
の
「
兵
車
行
」。
玄
宗

皇
帝
の
御
世
、
国
土
拡
大
の
た
め
の
戦
争
が
相
次
ぎ
、
お
び
た
だ
し

い
戦
死
者
、
の
し
か
か
る
重
税
と
い
う
暗
澹
た
る
時
代
の
中
、
杜
甫

は
詩
業
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
民
衆
の
窮
状
を
訴
え
た
。

車
轔
轔　

馬
蕭
蕭　
　

車
轔
轔　

馬
蕭
蕭

行
人
弓
箭
各
在
腰　
　

行
人
の
弓
箭
各
々
腰
に
在
り

耶
嬢
妻
子
走
相
送　
　

耶
嬢　

妻
子　

走
り
て
相
ひ
送
り

塵
埃
不
見
咸
陽
橋　
　

塵
埃
に
見
え
ず
咸
陽
橋    

牽
衣
頓
足
闌
道
哭　
　

衣
を
牽
き
足
を
頓
し
道
を
闌
り
て
哭
し

哭
声
直
上
干
雲
霄　
　

哭
声
直
ち
に
上
り
て
雲
霄
を
干
す   

道
旁
過
者
問
行
人　
　

道
旁
の
過
ぐ
る
者
行
人
に
問
へ
ば    

行
人
但
云
点
行
頻　
　

行
人
但
だ
云
ふ
点
行
頻
り
な
り
と      

　
　
　
　
（　

中　
　

略　

）

信
知
生
男
悪　
　
　
　

信
に
知
る
男
を
生
む
は
悪
し
く    

反
是
生
女
好　
　
　
　

反
っ
て
是
れ
女
を
生
む
は
好
き
を   

生
女
猶
得
嫁
比
鄰　
　

女
を
生
ま
ば
猶
ほ
比
鄰
に
嫁
す
る
を
得
る
も

生
男
埋
没
隨
百
草　
　

男
を
生
ま
ば
埋
没
し
て
百
草
に
隨
ふ

君
不
見
青
海
頭　
　
　

君
見
ず
や
青
海
の
頭             

古
来
白
骨
無
人
收　
　

古
来
白
骨
人
の
收
む
る
無
く       

新
鬼
煩
冤
旧
鬼
哭　
　

新
鬼
は
煩
冤
し
旧
鬼
は
哭
し       

天
陰
雨
湿
声
啾
啾　
　

天
陰
り
雨
湿
る
と
き
声
啾
啾           

　

こ
の
作
品
に
対
し
て
、
清
の
沈
徳
潜
は
以
下
の
よ
う
な
評
を
残
し

て
い
る
。「
以
人
哭
起
、
以
鬼
哭
住
。
照
応
在
有
意
無
意
。
章
法
最

奇
。（
人
の
哭
す
る
を
以
て
起
こ
し
、
鬼
の
哭
す
る
を
以
て
住
む
。

照
応
有
意
無
意
に
在
り
。
章
法
最
も
奇
な
り
。）」

　

冒
頭
は
出
征
す
る
兵
士
を
見
送
る
父
母
ら
の
姿
が
あ
り
、
愛
す
る

 　
　

杜
甫
「
兵
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行
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者
が
兵
隊
へ
と
ら
れ
て
い
く
悲
し
み
を
哭
し
て
い
る
。
視
覚
が
塵
埃

に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て
い
る
中
、
人
々
の
声
は
天
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
悲

鳴
が
空
間
を
覆
い
尽
く
す
。
一
方
末
尾
は
、
白
骨
や
遺
体
が
降
り
注

ぐ
雨
に
う
た
れ
る
と
い
う
凄
惨
な
描
写
の
上
に
、
鬼
の
哭
声
が
覆
い

被
さ
る
よ
う
に
し
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。
生
者
と
死
者
の
哭
声
が
呼

応
し
て
作
品
世
界
を
ま
と
め
あ
げ
て
お
り
、
哭
声
が
重
要
な
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
だ
が
、
従
来
の
研
究
の
中
で
、
そ

の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。
果
た
し
て
鬼
の
哭
声
は
ど
の
よ
う
な
声
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
ん
な
思
い
を
持
ち
な
が
ら
、
簡
単
な
授
業
を
展
開
し
た
こ
と
が

あ
る
。
高
校
二
年
生
に
た
っ
た
２
時
間
の
授
業
で
あ
っ
た
。
内
容
を

ざ
っ
と
踏
ま
え
た
後
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
投
げ
か
け
た
。

　

問
一
（
出
兵
兵
士
に
対
し
て
）
家
族
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
。

　

問
二　

出
兵
兵
士
の
お
か
れ
た
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。  

　

問
三　

鬼
の
哭
す
「
啾
啾
」
と
は
ど
の
よ
う
な
声
か
。

す
る
と
、
問
一
、
二
を
確
認
す
る
過
程
で
、
生
徒
は
家
族
と
戦
死
者

が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
啾
啾
」
を
死
者
の

単
な
る
不
気
味
な
う
め
き
声
と
は
捉
え
な
く
な
る
。
問
三
に
対
す
る

生
徒
の
答
え
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。

○
雨
が
し
と
し
と
降
っ
て
い
る
と
き
の
雨
音
の
よ
う
な
音
。

○
し
く
し
く
と
静
か
に
泣
い
て
い
る
。
静
か
だ
け
ど
そ
の
泣
き
声
に

は
家
族
を
残
し
て
戦
争
に
か
り
出
さ
れ
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ

の
無
念
、
悲
し
み
、
国
へ
の
恨
み
も
こ
も
っ
て
い
る
。「
大
声
」
と

い
う
よ
り
、
心
が
張
り
裂
け
る
よ
う
な
悲
痛
な
泣
き
声
な
の
だ
ろ
う
。

○
た
め
息
に
似
た
泣
き
声
。「
天
陰
雨
湿
」
に
響
い
て
い
る
も
の
だ

か
ら
、
ジ
メ
ジ
メ
し
て
い
て
重
々
し
い
空
気
が
漂
っ
て
い
る
と
思
う
。

○
兵
士
の
霊
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
泣
き
方
も
様
々
で
静
か
に
す
す

り
泣
く
声
も
あ
れ
ば
、
怒
号
の
よ
う
に
喚
き
散
ら
す
声
も
あ
る
。
そ

れ
が
雨
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
音
（
声
）
と
な
っ
て
聞
こ
え
て
い
る
。

○
悲
し
み
や
嘆
き
な
ど
様
々
な
感
情
が
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
っ
た
声
。

家
族
と
引
き
裂
か
れ
、
戦
争
で
苦
し
ん
だ
兵
士
や
ま
る
で
動
物
の
よ

う
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
悲
し
く
散
っ
た
人
々
が
た
く
さ
ん
い
る
か
ら
、

多
す
ぎ
て
声
が
あ
わ
さ
り
、
不
協
和
音
の
よ
う
な
響
き
。

　

生
徒
の
意
見
か
ら
は
、
雨
が
大
き
く
「
啾
啾
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
影

響
し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。「
兵
車
行
」
に
は
雨
の
降
り
方
は

具
体
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
多
く
の
生
徒
は
し
と
し
と
降
る

雨
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
、
と
め
ど
な
く
落
ち
る
雨
粒
と
無
数
の
死
者

の
声
を
重
ね
て
い
る
。「
天
陰
雨
湿
」
か
ら
の
連
想
で
あ
る
の
だ
ろ

う
。
手
に
入
り
や
す
い
日
本
語
の
注
釈
を
見
て
み
て
も
、「
啾
啾
」

の
捉
え
方
は
様
々
で
あ
る
。
以
下
に
主
な
も
の
を
示
す
。
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①
松
枝
茂
夫
編　
『
中
国
名
詩
選（１
）』

　

空
く
ら
く
雨
の
し
と
し
と
降
る
時
な
ど
、
ヒ
ー
ヒ
ー
と
む
せ
び
泣

く
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。

②
黒
川
洋
一
著　
『
鑑
賞
中
国
の
古
典　

杜
甫（２
）』

　

新
し
い
亡
霊
ど
も
は
も
だ
え
う
ら
み
古
い
亡
霊
ど
も
は
な
き
さ
け

び
、
天
の
く
も
り
雨
の
し
め
る
と
き
、
し
く
し
く
と
泣
き
声
を
た
て

て
い
る
。

③
川
合
康
三
編　
『
新
編
中
国
名
詩
選（３
）』

  

死
ん
だ
ば
か
り
の
亡
霊
は
煩
悶
し
、
古
い
亡
霊
は
慟
哭
し
、
そ
の

す
す
り
な
く
声
は
空
曇
り
雨
湿
る
な
か
に
悲
し
げ
に
響
く
の
を

　

注
：
兵
士
に
追
い
す
が
る
家
族
の
姿
の
リ
ア
ル
な
映
像
か
ら
始
ま

っ
た
詩
は
、
新
旧
戦
死
者
の
恨
み
の
声
と
い
う
凄
ま
じ
い
音
の
響
き

で
結
ば
れ
る
。

④
下
定
雅
弘
、
他
『
杜
甫
全
詩
訳
注（４
）』

　

雨
の
そ
ぼ
降
る
日
に
は
、
痛
ま
し
く
む
せ
び
泣
く
彼
ら
の
声
が
聞

こ
え
て
く
る
の
で
す
。
注
：
痛
ま
し
げ
な
声
を
表
す
畳
字
の
擬
音
語

　

雨
音
に
重
ね
た
「
し
く
し
く
」「
す
す
り
な
く
」
と
い
う
訳
が
あ

る
一
方
で
「
な
き
さ
け
び
」
や
「
凄
ま
じ
い
響
き
」
と
い
う
解
釈
を

生
む
背
景
に
は
、「
哭
」
の
字
義
そ
の
も
の
か
ら
の
連
想
が
あ
る
。

「
哭
」
に
つ
い
て
『
説
文
』
の
徐
鍇
の
注
に
は
「
哭
声
繁
、
故
従
二

口
。
大
声
曰
哭
、
細
声
有
涕
曰
泣
。」
と
あ
る
。
口
が
二
つ
あ
る

「
哭
」
は
「
大
声
で
泣
き
叫
ぶ
こ
と
」
で
あ
り
、
小
声
は
「
泣
」
と

書
い
て
区
別
す
る
。「
哭
」
の
字
義
に
対
し
て
「
し
く
し
く
」
と
い

う
泣
き
方
は
い
か
に
も
弱
く
、
訳
に
反
映
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
の

だ
ろ
う
。（

二
）「
鬼
哭
」
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
、「
啾
啾
」
を
考
え
る
前
に
、
そ
も
そ
も
鬼
は
哭
す
の

か
。
実
は
「
鬼
哭
」
と
い
う
表
現
は
古
く
か
ら
あ
り
、『
史
記
』
の

天
官
書
に
も
見
え
て
い
る
が
、
宋
の
杜
修
可
は
『
後
漢
書
』
陳
寵
伝

（
郭
陳
列
伝
三
十
六
）
を
引
い
て
い
る
。

　

先
是
洛
県
城
南
、
毎
陰
雨
常
有
哭
声
聞
於
府
中
、
積
数
十
年
。
寵

聞
而
疑
其
故
、
使
吏
案
行
。
還
言
、
世
衰
乱
時
、
此
下
多
死
亡
者
、

而
骸
骨
不
得
葬
、
儻
在
於
是
。
寵
愴
然
矜
歎
、
即
勅
県
尽
収
斂
葬
之
、

自
是
哭
声
遂
絶
。

　

是
れ
よ
り
先
洛
県
城
の
南
、
陰
雨
あ
る
毎
に
常
に
哭
声
有
り
て
府

中
に
聞
こ
え
、
積
む
こ
と
数
十
年
な
り
。
寵
聞
き
て
其
の
故
を
疑
ひ
、

吏
を
し
て
案
行
せ
し
む
。
還
り
て
言
ふ
「
世
の
衰
乱
せ
し
時
、
此
の

下
に
死
亡
す
る
者
多
き
も
、
骸
骨
葬
ら
る
る
を
得
ず
、
儻
し
く
は
是
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に
在
ら
ん
か
」
と
。
寵
は
愴
然
と
し
て
矜
れ
み
歎
じ
、
即
ち
県
に
勅

し
て
尽
く
収
斂
し
て
之
を
葬
ら
し
む
。
是
れ
よ
り
哭
声
遂
に
絶
ゆ
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
「
骸
骨
」
と
「
哭
声
」
お
よ
び
「
陰
雨
」

と
い
う
「
兵
車
行
」
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
が
す
べ
て
揃
っ
て
い
る
。

ま
た
、
後
漢
王
充
の
『
論
衡
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

枯
骨
在
野
、
時
鳴
呼
有
声
。
若
夜
聞
哭
声
、
謂
之
死
人
之
音
非
也
。

何
以
験
之
。
生
人
所
以
言
語
吁
呼
者
、
気
括
口
喉
之
中
、
動
搖
其
舌
、

張
歙
其
口
。
故
能
成
言
。（
中
略
）
人
死
口
喉
腐
敗
、
舌
不
復
動
、

何
能
成
言
。
然
而
枯
骨
時
呻
鳴
者
、
人
骨
自
有
能
呻
鳴
者
焉
。

　

枯
骨
の
野
に
在
る
や
、
時
に
鳴
呼
し
て
声
有
り
。
夜
哭
声
を
聞
き
、

之
を
死
人
の
音
と
謂
ふ
が
ご
と
き
は
非
な
り
。
何
を
以
て
か
之
を
験

す
る
。
生
人
の
言
語
吁
呼
す
る
所
以
の
者
は
、
気
口
喉
の
中
に
括
ら

れ
て
、
其
の
舌
を
動
揺
し
、
其
の
口
を
張
歙
す
。
故
に
能
く
言
を
成

す
。（
中　

略
）
人
死
し
て
口
喉
腐
敗
す
れ
ば
、
舌
復
た
動
か
ず
、

何
ぞ
能
く
言
を
成
さ
ん
。
然
り
而
し
て
枯
骨
の
時
に
呻
鳴
す
る
は
、

人
骨
に
自
ら
能
く
呻
鳴
す
る
者
有
れ
ば
な
り
。（
論
死
六
二
））

　

人
が
し
ゃ
べ
る
の
は
舌
が
あ
る
か
ら
で
、
死
ん
だ
ら
口
喉
は
腐
っ

て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
死
者
が
哭
す
な
ど
あ
り
え
な
い
、
白
骨
は
も

と
も
と
音
を
立
て
る
性
質
が
あ
る
の
だ
と
王
充
は
い
う
。
こ
う
い
う

反
駁
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
鬼
哭
」
が
し
ば
し
ば
人
の
口
に
上
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
な
ぜ
鬼
が
哭
す
の
か
に
つ
い
て

は
王
融
「
永
明
九
年
策
秀
才
文
五
首
」（『
文
選
』
巻
三
六
所
収
）
の

李
善
注
は
鄭
玄
を
引
い
て
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

　
肺
石
少
不
冤
之
民
、
棘
林
多
夜
哭
之
鬼　

      

肺
石
に
不
冤
の
民
少
な
く
、
棘
林
に
夜
哭
の
鬼
多
し
。

李
善
注
：
尚
書
旋
璣
鈐
曰
、
鬼
哭
、
山
鳴
。
鄭
玄
曰
、
鬼
哭
誅
無

辜
也
。
山
鳴
聴
不
聡
之
異
也
。

尚
書
旋
璣
鈐
に
曰
は
く
、
鬼
哭
し
、
山
鳴
る
と
。
鄭
玄

曰
は
く
、
鬼
哭
す
は
、
無
辜
を
誅
す
れ
ば
な
り
。
山
鳴

る
は
、
聴
く
こ
と
聡
な
ら
ざ
る
の
異
な
り
、
と
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
鬼
が
哭
く
の
は
、
無
実
の
罪
で
誅
殺
さ
れ
た
か

ら
だ
と
い
う
見
解
が
一
般
化
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
を
受
け
て
か
、

盛
唐
、
辺
塞
詩
が
流
行
し
、
国
土
拡
大
に
と
も
な
う
匈
奴
と
の
争
い

が
激
化
し
て
い
く
中
で
、「
鬼
哭
」
は
流
行
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る
。

　
　
　

塞
下
曲
其
三　
　
　
　
　

常
建  

１
竜
門
雌
雄
勢
已
分　
　

竜
門　

雌
雄
の
勢　

已
に
分
か
る  



 
（31）

２
山
崩
鬼
哭
恨
将
軍　
　

山
崩
れ
鬼
哭
し
て
将
軍
を
恨
む    

　

 
 （『

全
唐
詩
』
一
四
四
）

　
　

武
威
送
劉
単
判
官
赴
安
西
行
営
便
呈
高
開
府　
　

岑
参

37
夜
静
天
蕭
條　
　

夜
静
か
に
し
て
天
は
蕭
條
た
り         

38
鬼
哭
夾
道
傍　
　

鬼
は
哭
す
夾
道
の
傍                 

39
地
上
多
髑
髏　
　

地
上
髑
髏
多
し                     

40
皆
是
古
戦
場　
　

皆
是
れ
古
戦
場 

（『
全
唐
詩
』
一
九
八
）

　
　

同
李
員
外
賀
哥
舒
大
夫
破
九
曲
之
作　
　
　
　
　

高
適

５
奇
兵
邀
転
戦　
　

奇
兵
は
転
戦
を
邀
ふ          

６
連
孥
絶
帰
奔　
　

連
孥
は
帰
奔
を
絶
つ          

７
泉
噴
諸
戎
血　
　

泉
は
諸
戎
の
血
を
噴
き        

８
風
駆
死
虜
魂　
　

風
は
死
虜
の
魂
を
駆
る        

９
頭
飛
攅
万
戟　
　

頭
は
飛
び
て
万
戟
に
攅
り      

10
面
縛
聚
轅
門　
　

面
縛
し
て
轅
門
に
聚
る      

11
鬼
哭
黄
埃
暮　
　

鬼
は
哭
す
黄
埃
の
暮        

12
天
愁
白
日
昏　
　

天
は
愁
ふ
白
日
の
昏 

（『
全
唐
詩
』
二
一
四
）

　

戦
地
や
死
体
の
描
写
と
無
念
の
死
を
と
げ
た
鬼
が
哭
す
と
い
う
状

況
を
セ
ッ
ト
に
し
て
描
く
の
が
当
時
の
流
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く

分
か
る
。
高
適
の
作
品
に
到
っ
て
は
、
血
し
ぶ
き
、
生
首
な
ど
描
写

は
生
々
し
く
、
杜
甫
の
「
兵
車
行
」
も
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
る

も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
三
）「
啾
啾
」
と
「
猿
声
」
に
つ
い
て

　

続
い
て
「
啾
啾
」
の
語
自
体
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
啾
啾
」
は
『
楚
辞
』
以
来
の
古
い
伝
統

を
持
つ
語
で
あ
り
、
猿
、
鳥
、
虫
等
の
鳴
き
声
、
玉
が
重
な
り
合
う

音
な
ど
内
容
的
に
は
多
岐
に
渡
る
汎
用
性
の
高
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は

あ
る
が
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
小
さ
な
音
が
寄
り
集
ま
っ
て
い

る
様
を
表
現
す
る
。「
兵
車
行
」
の
典
拠
と
し
て
、『
九
家
集
注
杜

詩
』
は
『
楚
辞
』「
九
歌
山
鬼
」
の
以
下
の
部
分
を
挙
げ
て
い
る
。

　

雷
塡
塡
雨
冥
冥　

猨
啾
啾
兮
狖
夜
鳴　

　

雷
は
塡
塡
と
し
て
雨
は
冥
冥　

猨
は
啾
啾
と
し
て
狖
は
夜
鳴
く

　
（
※
『
楚
辞
集
注
』
に
、
啾
、
小
声
と
あ
る
） 

雨
と
猿
と
啾
啾
で
あ
る
。『
楚
辞
』
を
う
け
て
『
文
選
』
に
も
多
様

な
用
例
が
あ
る
が
、
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
の
に
晋
・
成
公
綏
の

「
嘯
賦
」（『
文
選
』
巻
一
八
）
が
興
味
深
い
。
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逸
気
奮
湧
、
繽
紛
交
錯
。
列
列
飆
揚
、
啾
啾
響
作
。
奏
胡
馬
之
長

思
、
向
寒
風
乎
北
朔
。
又
似
鴻
鴈
之
将
鶵
、
群
鳴
号
乎
沙
漠
。

　

逸
気
奮
湧
し
、
繽
紛
と
し
て
交
錯
す
。
列
列
と
し
て
飆
の
ご
と
く

揚
が
り
、
啾
啾
と
し
て
響
き
の
ご
と
く
作
る
。
胡
馬
の
長
く
思
ひ
、

寒
風
に
北
朔
に
向
か
ひ
て
奏
す
。
又
鴻
鴈
の
鶵
を
将
ゐ
て
、
群
れ
て

沙
漠
に
鳴
号
す
る
に
似
る
。

　

嘯
き
の
声
を
形
容
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
胡
馬
が
思
い
を
込

め
て
な
く
音
だ
っ
た
り
、
渡
り
鳥
が
雛
を
つ
れ
て
飛
び
、
沙
漠
の
空

で
群
れ
て
鳴
き
交
わ
す
か
の
よ
う
な
音
だ
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
こ

と
で
、「
啾
啾
」
は
、
馬
の
い
な
な
き
、
渡
り
鳥
の
群
れ
の
鳴
き
声

か
ら
想
起
さ
れ
る
高
い
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
の
伝
統
を
も
っ
た
「
啾
啾
」
は
、

唐
代
に
お
い
て
も
多
用
さ
れ
る
が
、
特
に
筆
者
が
こ
こ
で
取
り
上
げ

た
い
の
は
猿
の
声
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る（５
）。

　
　

宿
空
舲
峽
青
樹
村
浦　
　
　

陳
子
昂　

１
的
的
明
月
水　

的
的
た
り
明
月
の
水

２
啾
啾
寒
夜
猿　

啾
啾
た
り
寒
夜
の
猿

３
客
思
浩
方
乱　

客
は
思
ふ
浩
方
の
乱

４
洲
浦
寂
無
喧　

洲
浦
寂
と
し
て
喧
し
き
無
し
（『
全
唐
詩
』
八
四
）

　
　

箜
篌
引　
　
　

王
昌
齡    　
　

１
盧
谿
郡
南
夜
泊
舟　
　

盧
谿
郡
の
南　

夜
舟
を
泊
す

２
夜
聞
両
岸
羌
戎
謳　
　

夜
聞
く
両
岸　

羌
戎
の
謳

３
其
時
月
黒
猿
啾
啾　
　

其
の
時
月
黒
く
し
て
猿
啾
啾

４
微
雨
霑
衣
令
人
愁　
　

微
か
な
雨
は
衣
を
霑
し
人
を
し
て
愁
へ
し
む

５
有
一
遷
客
登
高
楼　
　

一
遷
客
あ
り
高
楼
に
登
る　

６
不
言
不
寐
弾
箜
篌　
　

言
は
ず
寐
ね
ず
箜
篌
を
弾
く　

　
　
　
　
　
（　

中　
　

略　

）

９
将
軍
鉄
驄
汗
血
流　
　

将
軍　

鉄
驄　

汗
血
流
る 

10
深
入
匈
奴
戦
未
休　
　

深
く
匈
奴
に
入
り
て
戦
未
だ
休
ま
ず 

   

　

 （『
全
唐
詩
』
一
四
一
）

　

こ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て
、「
猿
」「
啾
啾
」
と
「
戦
乱
」「
別

離
」「
悲
哀
」
と
は
和
歌
の
縁
語
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
生

む
。
松
浦
友
久
氏
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

　

猿
声
を
詩
材
（
よ
り
広
く
は
、
文
学
的
表
現
の
素
材
）
と
す
る
態

度
（
な
い
し
認
識
）
が
一
般
化
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
三
国
か
ら
南
北
朝

初
期
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
以
下
、
猿
声
自

体
の
頻
用
化
と
と
も
に
、
そ
れ
を
「
哀
・
悲
・
寒
・
孤
・
夜
・
涙
・

清
」
と
い
っ
た
一
定
の
方
向
性
を
も
つ
語
彙
に
よ
っ
て
形
成
す
る
と
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い
う
傾
向
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。（
中
略
）

　

こ
の
よ
う
な
前
代
ま
で
の
経
緯
を
承
け
、
唐
代
の
詩
歌
に
は
、
猿

声
を
う
た
う
も
の
が
極
め
て
多
い（６
）。

　
「
猿
の
声
が
悲
し
い
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

猿
の
鳴
き
声
そ
の
も
の
が
哀
愁
を
お
び
た
音
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で

あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
大
き
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
断
腸
」

（『
世
説
新
語
』
黜
免
）
の
故
事
で
あ
ろ
う
。

　

桓
公
入
蜀
、
至
三
峡
中
、
部
伍
中
有
得
猨
子
者
。
其
母
縁
岸
哀
号
、

行
百
余
不
去
。
遂
跳
上
船
。
至
即
便
絶
。
破
視
其
腹
中
、
腸
皆
寸
寸

断
。
公
聞
之
怒
、
命
黜
其
人
。

　

桓
公
蜀
に
入
る
、
三
峡
中
に
至
り
、
部
伍
の
中
に
猨
の
子
を
得
る

者
有
り
。
其
の
母
岸
に
縁
り
て
哀
号
す
、
行
く
こ
と
百
余
な
る
も
去

ら
ず
。
遂
に
跳
び
て
上
船
す
。
至
ら
ば
即
ち
便
ち
絶
ゆ
。
破
き
て
其

の
腹
の
中
を
視
る
に
、
腸
皆
寸
寸
に
断
え
た
り
。
公
之
を
聞
き
て
怒

り
、
命
じ
て
其
の
人
を
黜
か
し
む
。

　

猿
の
母
が
子
を
追
い
か
け
て
哀
号
し
て
死
ん
で
い
っ
た
。
猿
の
鳴

き
声
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
き
に
、
必
ず
そ
こ
に
は
腸
を
断
つ
ほ
ど
の

肉
親
へ
の
強
い
愛
情
が
重
な
ら
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
四
）
王
翰
の
作
品
と
の
関
連
に
つ
い
て

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
「
兵
車
行
」
に
戻
る
前
に
も
う
一
つ 

、
星
川

清
孝
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
た
い
。

（
兵
車
行
の
）「
鬼
哭
啾
啾
」
の
語
は
、
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た
多

く
の
亡
霊
の
悲
し
み
を
表
す
語
で
あ
っ
て
、
同
じ
く
盛
唐
の
詩
人
李

華
の
「
古
戦
場
を
弔
ふ
文
」（
古
文
真
宝
後
集
所
収
）
に
「
常
て
三

軍
を
覆
し
て
往
々
に
し
て
鬼
哭
す
。
天
陰
れ
ば
則
ち
聞
ゆ
、
と
。
心

を
傷
ま
し
む
る
か
な
。」
と
あ
り
、
本
書
後
出
の
王
翰
の
「
古
長
城

の
吟
」
に
「
黄
昏
塞
北
に
人
煙
無
し
。
鬼
哭
啾
啾
と
し
て
声
天
に
沸

く
。
罪
無
き
も
誅
せ
ら
れ
功
あ
る
も
賞
せ
ら
れ
ず
、
孤
魂
流
落
す
此

の
城
辺
。」
と
あ
る
の
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
思
想
で
あ
る（７
）。

　

こ
の
指
摘
を
も
と
に
、
右
の
書
で
「
兵
車
行
」
の
先
駆
と
さ
れ
る

王
翰
の
作
品
を
見
て
い
く
。「
古
長
城
吟
」
は
「
飲
馬
長
城
窟
行
」

の
題
で
『
全
唐
詩
』
巻
一
五
六
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
示
す
。

１
長
安
少
年
無
遠
図　
　

長
安
の
少
年
遠
図
無
く     

２
一
生
惟
羨
執
金
吾　
　

一
生
惟
だ
羨
む
執
金
吾 

３
麒
麟
前
殿
拝
天
子　
　

麒
麟
前
殿
に
天
子
に
拝
し
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４
走
馬
西
撃
長
城
胡　
　

馬
を
走
ら
せ
西
の
か
た
長
城
の
胡
を
撃
つ

　
　
　
　
　
（
中　
　

略
）

７
遥
聞
撃
鼓
動
地
来　
　

遥
か
に
聞
く
撃
鼓
の
地
を
動
し
て
来
る
を

８
伝
道
単
于
夜
猶
戦　
　

伝
へ
道
ふ
単
于
夜
猶
ほ
戦
ふ
と     

９
此
時
顧
恩
寧
顧
身　
　

此
の
時
恩
を
顧
み
る
も
寧
ぞ
身
を
顧
み
ん

10
為
君
一
行
摧
万
人　
　

君
が
為
一
に
行
き
て
万
人
を
摧
く   

11
壮
士
揮
戈
回
白
日　
　

壮
士
戈
を
揮
ひ
て
白
日
を
回
ら
し    

12
単
于
濺
血
染
朱
輪　
　

単
于
血
を
濺
せ
て
朱
輪
を
染
む   

13
帰
来
飲
馬
長
城
窟　
　

帰
り
来
り
て
馬
に
飲
ふ
長
城
の
窟 

14
長
城
道
傍
多
白
骨　
　

長
城
の
道
傍
白
骨
多
し         

15
問
之
耆
老
何
代
人　
　

之
を
耆
老
に
問
ふ
何
代
の
人
な
り
や
と

16
云
事
秦
王
築
城
卒　
　

云
ふ
秦
王
に
事
へ
し
築
城
の
卒
と

17
黄
昏
塞
北
無
人
煙　
　

黄
昏
塞
北
人
煙
無
く      

18
鬼
哭
啾
啾
声
沸
天　
　

鬼
哭
啾
啾
と
し
て
声
天
に
沸
く  

19
無
罪
見
誅
功
不
賞　
　

罪
無
く
誅
せ
ら
れ
功
あ
る
も
賞
せ
ら
れ
ず

20
孤
魂
流
落
此
城
辺　
　

孤
魂
流
落
す
此
の
城
辺  

                                                  

　

王
翰
の
作
品
に
は
、
武
功
に
は
や
る
若
者
と
対
置
し
て
、
築
城
の

労
役
の
下
、
空
し
く
死
ん
で
い
っ
た
人
び
と
の
魂
が
哭
す
様
子
が
描

写
さ
れ
て
い
る
。「
兵
車
行
」
の
鬼
は
戦
死
者
な
の
で
鬼
の
正
体
は

異
な
る
。
だ
が
、
字
句
の
上
で
は
よ
く
似
通
っ
て
い
て
、
杜
甫
の

「
鬼
哭
」
と
「
啾
啾
」
の
結
び
つ
き
の
着
想
は
王
翰
を
引
き
継
い
で

い
る
と
思
わ
れ
る
。
杜
甫
よ
り
年
長
の
王
翰
は
、
当
時
大
詩
人
と
し

て
名
を
馳
せ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
作
品
も
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
王
翰
の
詩
に
お
い
て
、
鬼
の
声
は
天
に
満
ち
、
無
数
の
死

者
の
声
が
天
に
む
か
っ
て
沸
き
立
つ
。
お
び
た
だ
し
い
鬼
の
魂
が
わ

あ
わ
あ
と
騒
ぎ
立
て
、
空
間
全
体
に
鬼
の
泣
き
声
が
充
満
し
て
い
る

様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
泣
き
声
は
長
城
建
設
に
動
員

さ
れ
、
功
名
成
ら
ず
死
ん
で
い
っ
た
無
実
の
死
者
の
恨
み
言
だ
。

『
文
選
』
の
李
善
注
を
受
け
た
あ
る
種
類
型
的
な
「
鬼
哭
」
だ
と
い

え
よ
う
。

　

一
方
「
兵
車
行
」
で
は
、
冒
頭
の
場
面
で
「
哭
声
直
上
―
」
と
あ

っ
た
よ
う
に
、
天
に
満
ち
て
い
た
の
は
生
者
の
哭
声
で
、
出
征
兵
士

を
見
送
る
、
た
だ
た
だ
愛
し
い
人
を
思
っ
て
叫
ぶ
声
で
あ
っ
た
。
杜

甫
の
「
鬼
哭
啾
啾
」
は
王
翰
の
後
発
で
あ
り
、
字
句
を
丸
ご
と
借
り

て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
だ
が
、
王
翰
作
品
で
は
、
鬼
の
悲
し

み
の
内
容
が
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
詠
わ
れ
た
典
型
的
パ
タ
ー
ン
を

踏
襲
す
る
の
に
対
し
、
杜
甫
の
「
兵
車
行
」
は
、
見
送
る
肉
親
の
哭

声
に
鬼
哭
を
対
置
す
る
こ
と
で
、
肉
親
を
求
め
て
哭
く
鬼
の
声
と
い

う
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
鬼
哭
が
家
族
へ
の
思
い
と
結
び

つ
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
辺
塞
詩
の
流
れ
の
中
で
い
か
に
新
奇
な

こ
と
だ
っ
た
か
が
、
改
め
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
、
杜
甫
の
「
啾
啾
」
が
王
翰
の
引
き

写
し
で
は
な
く
、『
楚
辞
』
以
来
の
伝
統
の
中
で
、
唐
の
詩
人
た
ち

が
猿
の
鳴
き
声
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
た
「
啾
啾
」
で
あ
り
、
ふ
る

さ
と
や
肉
親
を
思
う
声
の
象
徴
と
し
て
の
「
啾
啾
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
兵
士
を
見
送
る
肉
親
の
哭

声
に
対
し
て
鬼
の
哭
声
を
置
い
た
、
人
び
と
の
愛
情
を
軸
に
生
者
と

死
者
を
呼
応
さ
せ
た
そ
の
大
胆
な
仕
掛
け
そ
の
も
の
が
、「
啾
々
」

の
語
に
対
し
て
、
肉
親
と
引
き
裂
か
れ
て
哀
号
す
る
猿
の
高
く
寂
し

い
声
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
兵
車
行
」
の
末
尾
は
、
う
ち
捨
て
ら
れ
た
白
骨
、
新
旧

死
者
、
そ
こ
に
重
な
る
「
啾
啾
」
の
声
と
大
変
衝
撃
的
な
描
写
で
締

め
く
く
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
辺
塞
詩
の
中
に
は
血
し
ぶ
き
や
生
首
な

ど
グ
ロ
テ
ス
ク
な
表
現
を
極
め
よ
う
と
し
た
も
の
も
み
ら
れ
た
が
、

杜
甫
の
「
兵
車
行
」
は
少
し
ぼ
や
か
し
た
印
象
が
残
る
。
そ
の
印
象

を
強
く
醸
し
出
し
て
い
る
の
が
、「
天
陰
雨
湿
」
の
語
句
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
杜
甫
は
読
者
の
視
界
を
暗
く
閉
じ
て
い
き
、
鮮
明
に
浮
か
ん

だ
戦
場
の
凄
惨
な
カ
ッ
ト
が
、
雨
雲
に
よ
っ
て
ぼ
ん
や
り
と
陰
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
読
者
は
奪
わ
れ
た
視
界
に
対
し
て
、
聴

覚
で
も
っ
て
鬼
の
声
を
聴
く
。
そ
し
て
そ
の
声
は
長
く
読
者
の
耳
に

響
き
続
け
る
。
出
だ
し
で
は
、
追
い
か
け
る
家
族
た
ち
が
立
て
る
塵

埃
の
な
か
で
、
風
景
が
霞
ん
だ
。
最
後
は
雲
や
雨
に
よ
っ
て
視
界
が

ぼ
や
け
て
い
く
、
そ
の
中
で
無
数
の
死
者
の
嗚
咽
が
そ
こ
ら
中
か
ら

聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
る
で
映
画
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
だ
。

（
五
）
革
新
者
杜
甫
が
描
い
た
も
の

　

杜
甫
が
「
兵
車
行
」
で
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
確
か
に
戦
場
の
悲

惨
さ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
本
当
の
焦
点
は
無
残
な
遺
体
で
な
く
、
戦

乱
に
翻
弄
さ
れ
る
民
衆
の
悲
し
み
そ
の
も
の
に
あ
た
っ
て
い
る
。
冒

頭
で
出
征
す
る
兵
士
を
見
送
る
も
の
の
悲
し
み
を
、
そ
し
て
末
尾
で

は
、
愛
す
る
も
の
を
残
し
て
死
ん
で
い
く
兵
士
の
悲
し
み
を
う
た
う

の
だ
。
そ
う
思
う
と
杜
甫
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
悲
し

み
の
「
声
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
兵
車
行
」
の
末
尾
が
「
啾
啾
」
と

い
う
音
で
終
わ
る
の
も
納
得
で
き
る
。
民
衆
た
ち
は
言
葉
を
持
っ
て

い
な
い
。「
兵
車
行
」
の
中
盤
に
は
こ
ん
な
象
徴
的
な
言
葉
が
あ
る
。

　

長
者
雖
有
問
、
役
夫
敢
申
恨
。

　

長
者
問
ふ
有
り
と
雖
も
、
役
夫
敢
て
恨
み
を
申
べ
ん
や
。

　　

生
者
で
さ
え
お
上
に
不
平
不
満
な
ど
申
せ
な
い
。
ま
し
て
腐
り
果

て
た
戦
死
者
は
す
す
り
泣
く
の
み
。
そ
の
声
に
な
ら
な
い
哭
声
を
杜

甫
は
作
品
の
最
後
に
お
い
た
の
だ
。「
兵
車
行
」
の
最
後
の
場
面
に

は
不
思
議
な
静
け
さ
が
漂
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
泣
き
叫
ん
で
天



 
（36）

に
届
く
よ
う
な
鬼
声
よ
り
も
、
し
く
し
く
泣
く
鬼
の
ほ
う
が
ず
っ
と

哀
れ
だ
。
杜
甫
は
鬼
の
哭
く
シ
ー
ン
に
そ
ぼ
降
る
雨
を
重
ね
あ
わ
せ

る
こ
と
で
、
悲
し
み
す
ら
も
抑
圧
さ
れ
て
い
る
様
を
表
現
し
て
い
る
。

王
翰
の
表
現
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
こ
に
（『
後
漢
書
』
の
記
述
に

も
す
で
に
モ
チ
ー
フ
は
あ
っ
た
が
）
雨
を
重
ね
る
こ
と
で
、
杜
甫
は

王
翰
の
表
現
を
乗
り
越
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

戦
争
で
死
ぬ
も
の
は
無
数
。
無
数
の
鬼
が
泣
く
。
こ
の
光
景
自
体

は
、
当
時
流
行
し
た
辺
塞
詩
と
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
し
か
し

「
兵
車
行
」
の
読
者
は
、
そ
の
無
数
の
鬼
の
一
つ
一
つ
に
愛
す
る
家

族
が
お
り
、
骸
の
一
つ
一
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
辺
塞
詩
の
中
で
は
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
だ
っ
た
死
者

の
姿
は
、「
兵
車
行
」
に
お
い
て
顔
を
持
つ
。
類
型
的
な
一
般
化
さ

れ
た
戦
争
を
描
く
の
で
な
く
、
民
衆
一
人
一
人
の
悲
哀
を
杜
甫
は
詠

っ
た
。「
啾
啾
」
は
一
人
一
人
の
戦
死
者
が
か
け
が
え
の
な
い
肉
親

を
思
っ
て
哭
く
悲
哀
に
満
ち
た
音
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
モ
チ
ー
フ

を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
も
、
杜
甫
は
こ
こ
で
も
確
実
に
そ
の
伝
統
を

乗
り
越
え
る
革
新
者
と
し
て
、
民
の
哀
し
み
を
詠
い
上
げ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

最
後
に
、
授
業
後
の
生
徒
の
感
想
を
紹
介
し
て
結
び
と
す
る
。

　
〝
皇
帝
や
役
人
か
ら
し
た
ら
兵
士
や
家
族
た
ち
は
一
つ
の
塊
と
し

て
道
具
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
が
、
兵
士
一
人
一
人
や
家
族
た
ち
か
ら

す
る
と
そ
の
一
つ
一
つ
の
命
は
と
て
も
大
切
な
も
の
で
唯
一
の
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。
徴
兵
さ
れ
る
側
や
重
税
を
課
せ
ら

れ
る
一
般
市
民
の
苦
し
み
や
哀
し
み
が
「
啾
啾
」
の
音
か
ら
イ
メ
ー

ジ
で
き
た
。
戦
死
し
た
兵
士
の
も
う
聞
か
れ
る
こ
と
の
な
い
嘆
き
で

終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
、
同
時
に
夫
を
兵
隊
に
と
ら
れ
、
重
税
に
思

い
悩
む
残
さ
れ
た
人
び
と
の
声
に
出
せ
な
い
苦
し
み
も
伝
わ
っ
て
き

た
。
誰
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
寂
し
い
死
が
多
く
の
哀
し
み
を
集

め
て
胸
に
迫
っ
て
く
る
。”
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