
悲
哀
か
ら
の
飛
類

i

i
「
詩
経
」
・
「
古
詩

τ曹
植
i

i

は
じ
め
に

三
型
車
問
」
舜
山
県
の
「
詩
言
志
」
の
「
志
」
が
「
聖
道
之
志
」
と
「
性

情
之
志
」
に
分
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
詩
経
」
以
下
、
民
間
か
ら

採
取
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
く
無
名
氏
の
作
の
多
く
が
、
後
者
を
言
う

(
1
)
 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
詩
を
綴
る
契
機
と
な
る
「
性

情
」
の
中
で
も
人
に
最
も
強
烈
に
働
き
掛
け
る
も
の
の
一
つ
に
、
悲

哀
感
情
が
あ
る
。
古
代
の
作
品
に
悲
哀
の
感
情
を
表
白
す
る
も
の
が

多
い
の
は
、
そ
の
生
活
環
境
の
問
題
を
措
け
ば
、
喜
び
の
感
情
が
具

体
的
な
事
実
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
の
に
対
し
、
悲
し
み
の
感
情
は

事
実
か
ら
離
れ
て
も
存
在
し
得
る
、
つ
ま
り
文
字
と
し
て
記
す
の
に

普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
、
ま
た
悲
し
み
の
感
情
は
他
の
感

情
に
比
べ
て
も
強
烈
で
あ
る
が
故
に
、
作
品
を
受
容
す
る
側
が
、
共

感
し
感
情
を
重
ね
合
わ
せ
易
い
と
い
う
事
に
も
よ
る
よ
う
に
忠
わ
れ

る
。
欧
陽
修
の
一
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「
愈
窮
愈
工
」
が
、
詩

中

野

ヰ菩

作
の
あ
り
か
た
に
関
し
て
、
「
窮
」
の
精
神
的
な
側
-
而
、
つ
ま
り
憂

い
を
尊
重
す
る
が
故
に
、
常
に
幾
分
か
の
悲
哀
を
は
ら
む
現
実
の
必

要
性
を
説
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
こ
う
し
た
点
を
意
識
す
る
か

〈

2
)

ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
悲
亥
感
情
は
、
少
な
く
と
も
好
ま
し
い
状
態
で
は
な
い
の

だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
ど
う
に
か
し
て
逃
れ
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
詩
作

の
一
つ
の
大
き
な
契
機
と
な
る
。
も
と
も
と
主
観
的
な
も
の
で
あ
る

感
情
を
、
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
自

体
、
悲
哀
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
行
為
だ
が
、
詩
を
中
心
と
し

て
圧
倒
的
な
悲
し
み
の
感
情
に
滋
れ
て
い
る
漢
代
の
作
品
に
は
、
己

を
悲
亥
か
ら
解
放
し
よ
う
と
い
う
、
表
現
に
模
索
の
跡
が
窺
え
る
。

悲
哀
を
い
か
に
克
服
し
て
い
く
の
か
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
悲
友
感
情
の
表
現
と
変
遷
は
、
よ
り
明
ら
か
に
窺
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
「
古
詩
」
を
中
心
と
し
て
、
悲
哀
感
情

の
表
現
と
そ
こ
か
ら
自
己
の
解
放
を
い
か
に
行
っ
て
い
る
か
と
い
う

( 26 ) 



観
点
か
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

「
文
選
」
巻
二
十
九
「
雑
詩
」
は
、
「
古
詩
十
九
首
」
か
ら
始
ま
る

が
、
こ
の
十
九
首
の
詩
に
通
底
す
る
も
の
が
悲
哀
感
情
で
あ
る
こ
と

(
3
)
 

は
誰
も
が
領
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
幾
っ
か
成
立
の
時
期
を

近
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
明
る
く
伸

び
や
か
な
、
人
生
を
謡
歌
す
る
青
春
の
詩
は
見
当
た
ら
ず
、
「
老
」

「
悲
」
「
死
」
の
様
な
詰
ば
か
り
が
多
く
自
に
つ
く
。
こ
れ
は
、
事
物

を
肯
定
的
に
述
べ
敷
桁
し
よ
う
と
い
う
意
欲
の
も
と
に
、
宮
廷
歌
人

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
賦
な
ど
と
は
異
な
り
、
そ
の
成
立
時
期
と
さ
れ

る
漢
代
に
、
運
命
に
強
留
に
支
配
さ
れ
る
人
生
は
無
常
で
あ
る
と

の
、
広
く
民
間
の
人
々
の
心
情
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
意
識
を
、

が
素
直
に
反
映
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、

首
に
表
さ
れ
る
、
悲
し
み
の
原
因
と
な
る
も
の
は
何
か
。

土
寸

ニコ
n
H

こ
の
十
九

2 

悲
亥
を
生
み
出
す
原
因
は
、
多
く
の
場
合
直
接
的
或
い
は
間
接
的

に
詩
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
首
の
う
ち
で
最
も
具
体
的
な
も

の
、
或
い
は
象
徴
的
な
も
の
を
選
べ
ば
、
悲
哀
の
原
因
と
な
る
も
の

は
、
大
き
く
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①
女
性
の
立
場
で
詠
ま
れ
る
、
男
性
と
の
別
離
・
孤
独
(
其
一

其
二
・
其
五
・
其
六
・
其
八
・
其
九
・
・
其
十
二
・
其
十
六
・

其
十
七
・
其
十
八
・
其
十
九
)

②
人
生
の
短
さ
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
(
其
三
・
其
四
・

(

4

)

 

ニ
・
其
十
五
)

そ
の
他
、
友
人
に
見
捨
て
ら
れ
た
男
性
の
孤
独
(
「
不
念
擁
手
好
、

棄
我
如
遺
跡
」
其
七
)
、
立
身
の
難
し
さ
(
「
盛
衰
各
有
時
、
立
身
苦

不
円
十
一
其
十
一
)
の
ほ
か
、
直
接
に
は
帰
路
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た

者
の
嘆
き
だ
が
、
一
首
の
多
く
に
は
時
の
流
れ
の
無
常
を
い
う
も
の

(
「
思
還
故
車
問
、
欲
婦
道
無
因
」
其
十
四
)
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
女
性
の
立
場
か
ら
男
性
と
の

別
離
を
詠
ん
だ
作
品
が
、
十
九
首
の
う
ち
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
悲
し
み
の
感
情
を
表
現
す

る
上
で
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
第
一
に
、
こ

れ
ら
の
女
性
の
悲
し
み
の
原
因
は
、
必
ず
背
後
に
男
性
の
存
在
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
の
悲
し
み
は
他
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
守
れ
た
も

の
で
あ
り
、
悲
し
み
の
解
消
も
他
者
に
負
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
受

動
的
で
あ
り
、
運
命
に
対
し
受
動
的
で
し
か
な
い
人
間
の
姿
を
象
徴

す
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
解
決
は
自
身
の
力
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
り
、
ま
た

可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
簡
単
で
は
な
い
が
た
め
に
、
様
々
に
そ
の

悲
し
み
か
ら
逃
れ
る
方
途
を
模
索
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
類
型
化

し
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
作
品
の
数
が
増
え
続
け
た
の
は
、
運
命
に

ま
た
、



ど
う
に
か
し
て
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
自
己
の
姿
を
重
ね
移
し
に
で

き
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

同
様
に
、
受
動
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
い
る
多
く
の

者
、
例
え
ば
従
軍
兵
士
な
ど
と
比
べ
て
も
、
遠
く
離
れ
た
男
性
を
患

い
、
離
縁
し
た
男
性
を
慕
う
、
と
い
う
女
性
の
心
情
の
ほ
う
が
普
遍

性
は
高
く
、
こ
れ
も
多
く
作
品
と
さ
れ
続
け
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
の
立
場
ほ
ど
、
運
命
の
ま
ま
に
生

き
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
を
表
す
も
の
と
し
て
相
応
し
い
も
の

は
無
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
思
婦
」
ま
た
は
「
棄
婦
」
の
詩
が

多
く
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
「
思
婦
」
ま
た
は
「
葉
一
婦
」
の
悲
し
み
を
表

現
し
た
作
品
を
考
察
す
る
。
先
ず
漢
代
以
前
の
も
の
、
「
詩
経
」
に

つ
い
て
み
て
み
る
。

3 

に

も

「

ま

た

は

の

瞬

、

き

を

詠

ん

だ

も

の
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
多
い
。
朱
子
の
「
新
注
」
に
従
っ
て
そ
う

し
た
作
品
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

同
市
「
を
耳
!
こ
汝
墳
一
召
南
「
草
晶
一
「
段
其
認
!
一

心
「
谷
風
二
雌
維
一
徹
「
鼠
!
一
「
伯
今
」

(
え
d

J

P民
風
」

全
文
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
作
品
に
目
を
通

す
と
、
い
ず
れ
も
悲
哀
に
対
し
て
国
惑
し
、
諦
め
、
或
い
は
悲
亥
を

無
条
件
に
受
け
入
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
「
巻
耳
」
は

う

れ

い

カ

ん

そ
の
最
後
の
句
で
「
云
何
呼
奈
」
(
呼
ひ
を
云
何
せ
ん
)
と
述
べ
る

だ
け
で
あ
る
し
、
一
草
市
議
1

一
「
長
風
」
も
、
「
未
見
君
子
、
憂
心
云
々
。
」

(
未
だ
君
子
を
見
ず
、
一
斉
(
心
云
ペ
)
の
よ
う
に
、
た
だ
己
の
心
情
を

形
容
す
る
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
作
品
の
い
ず
れ
も
、

他
の
悲
亥
と
の
遠
い
、
自
己
の
悲
哀
へ
の
省
察
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の

様
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
か
を
述
べ
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
理
由

は
、
民
歌
・
労
働
歌
の
様
に
、
個
々
人
の
具
体
的
経
験
を
捨
象
し
た

所
に
「
詩
経
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
、
ま
た
表
現
技
巧
の
稚

拙
さ
や
、
作
品
の
選
定
・
採
取
が
あ
る
価
値
基
準
に
則
っ
て
行
わ
れ

た
だ
ろ
う
事
、
な
ど
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
一
詩
経
」
に
於
い
て
は
、
悲
哀
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
の
試

み
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
古
詩
十
九
首
」
は
、
そ
の
悲

哀
感
情
か
ら
の
観
念
的
、
或
い
は
具
体
的
な
救
済
方
法
を
作
品
に

り
込
ん
で
い
る
。
次
に
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。
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4 

こ
こ
で
は
直
接
的
、
或
い
は
間
接
的
に
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
、
悲
五
か
ら
の
逃
避
、
或
い
は
解
消
を
計
ろ
う
と
す
る
行
為
だ
と

忠
わ
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
な
い
作

も
あ
る
。



「
一
弁
担
勿
復
活
、

「
極
宴
娯
心
意
、

寸

T
j
f
卜

t-4コトス

一
布
B

「ぺ
M
はつ一

f
f

「
阪
魚
川
笠
鳴
館
、

「
良
無
盤
石
田
、

「
奄
忽
随
物
化
、

「
思
免
控
飛
十
州
、

J
¥
l
f
L
三
二

i
、

ニ
ペ
到
拶
J
J
沼

「
札
主
立
十
十
l

」。へ一一一之、

一
ミ
」
r
斗
F
F

二
i
コォ，
l吋
J

っl
-
L
{
、¥
fド
ヒ
プ

1
析
に
ド
、

一

ト

ι
jノ
NHU--
仁

hAM

「
一
心
抱
区
匹
、

「
文
紙
笠
然
鳴
、

↓

1
¥
 

J
1
/
 

ー
γ

ム
ぜ
た
ニ
卜
じ
ド
]
r木
、

一
芯
出
イ
丸
山
「
ペ
ム
打

Jh

努
力
加
餐
飯
」
其
一

成
戚
何
一
所
迫
」
其
三

先
域
安
路
津
」
其
凶

奮
麹
起
高
飛
」
其
五

庇
名
復
何
盆
」
其
七

栄
名
以
潟
質
」
其
十
一

衛
泥
臭
君
屋
」
其
十
二

一
被
服
紘
興
業
」
其
十
三

何
不
支
燭
遊
」
其
十
五

紅
駕
窓
前
殺
」
其
十
六

Mm
君
不
諒
察
」
其
十
七

裁
馬
合
同
刊
一
段
、
著
以
一
ち
旧
制
志
、

:

j
〆

f
i
-
-
:
j
:
;
i
J

総
以
結
不
解
」
其

出
衣
起
俳
佃
」
其
十
九

一
其
八
」
「
其
九
」
「
其
十
」
一
其
十
四
」
:
・
無
し

例
え
ば
、
ー
ハ
一
で
は
意
秘
的
に
思
考
を
止
め
る
こ
と
に
よ
り
、
其

十
六
、
其
十
八
な
ど
は
、
相
手
の
善
意
を
確
信
し
よ
う
と
す
る
こ
と

で
、
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。

しー

と
こ
ろ
で

一
の
う
ち
の
多
く
が
の
工
、
「
死
一

刻
離
」
な
ど
人
間
存
在
の
根
底
に
横
た
わ
る
、
生
き
て
い
る
限
h
ノ

泣
け
て
は
通
れ
な
い
性
質
の
悲
し
み
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
人
間
の

肉
体
の
有
限
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
何
等
解
決
の

着
か
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
悲
哀
感
情
か
ら
逃
避

し
、
或
い
は
解
消
を
計
ろ
う
と
し
て
も
、
結
局
は
一
時
的
な
逃
避
で

し
か
有
り
得
な
い
。
例
え
ば
、
其
十
三
や
其
十
五
に
一
一
一
口
う
よ
う
に
美

溜
を
飲
み
、
美
服
を
身
に
着
け
、
遊
ぶ
時
間
を
増
や
し
た
と
こ
ろ

で
、
何
等
根
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
な
い
。
詩
人
自
身
も
そ
れ
を
認

識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
い
く
ら
悲
哀
か
ら
の
解
放
を
唱
え
て
も
、
ど

の
作
品
の
背
後
に
も
や
り
切
れ
な
さ
が
漂
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
気

付
け
ば
、
一
丹
び
元
の
「
憂
愁
」
の
中
に
一
反
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
が
古
詩
全
体
の
内
抱
す
る
構
造
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
ど
の
作
品
も
似
た
よ
う
な
「
憂
い
」
を
抱
い
て
、
そ
れ
が
恰
も
繰

り
言
の
様
に
際
限
も
な
く
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
意

味
か
ら
す
れ
ば
、
其
十
九
は
こ
の
「
古
詩
十
九
首
」
の
全
体
を
象
徴

す
る
も
の
だ
と
位
置
付
け
で
き
る
だ
ろ
う
。

明
月
何
絞
絞

詔
…
我
羅
林
樟

憂
愁
不
能
謀

援
衣
起
俳
街

客
行
難
云
祭

不
如
早
旋
位
向
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明
月
何
ぞ
絞
絞
た
る

我
が
羅
林
障
を
照
ら
す

憂
愁
媒
ぬ
る
能
は
ず

女
を
援
っ
て
起
ち
て
俳
宿
す

客
行
楽
し
と
云
ふ
と
難
も

日
γ
く
旋
帰
す
る
に
如
か
ず



出
一
戸
溺
街
復
戸
を
出
で
て
独
ワ
訪
復
し

愁
思
首
牛
口
誰
愁
思
当
に
誰
に
か
告
ぐ
る
べ
き

引
領
選
入
房
領
を
引
き
て
還
り
て
一
房
に
入
れ
ば

一
段
下
治
裳
衣
一
夜
下
り
て
裳
衣
を
治
す

詩
人
は
、
寝
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
憂
い
を
抱
え
、
家
を
出
て

俳
佃
す
る
の
だ
が
、
そ
の
悲
し
み
を
告
げ
る
相
手
も
見
出
せ
な
い
ま

ま
に
再
び
部
屋
に
一
反
り
一
吹
を
流
す
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
そ

の
愁
い
か
ら
自
身
を
解
放
す
る
べ
く
家
を
出
、
悲
し
み
を
告
げ
る
相

手
を
探
す
こ
と
を
し
て
は
い
る
。
が
、
そ
れ
も
適
わ
ず
、
結
局
再
び

元
の
状
態
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。
こ
れ
は
こ
の
「
古
詩
十
九
首
」
の

全
体
が
持
つ
、
悲
友
の
鎖
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
果
た
せ
な

〈

6
)

い
構
造
そ
の
ま
ま
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
鎖
を
ど
こ
か
で
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
詩

の
作
者
は
「
其
十
五
」
で
述
べ
る
如
く
、
不
老
長
寿
を
否
定
し
現
実

の
次
元
で
の
人
間
の
生
の
有
限
性
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
と

(
7〉

す
れ
ば
、
こ
の
現
実
の
存
在
と
は
異
な
る
価
値
を
見
つ
け
、
そ
こ
に

身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
鎖
の
輪
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
現
実
に
回
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
か
ら
飛
mm
し
、
可
能
性

と
し
て
の
希
望
を
有
す
る
想
像
の
位
界
、
生
死
を
超
越
し
た
観
念
の

世
界
に
移
行
す
る
他
は
な
い
。
そ
の
た
め
肉
体
か
ら
離
脱
し
、
観
念

の
世
界
で
の
有
り
得
ベ
き
存
在
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
が
、
そ
こ
に
単
な
る
現
実
描
写
を
越
え
た
文
学
的
な
要
素
が
介
在

す
る
余
地
が
あ
る
。
飛
明
附
す
る
「
鳥
」
を
理
想
化
し
、
自
身
の
姿
を

合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
在

り
方
で
あ
る
c

」
こ
で
再
び
「
詩
経
」
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。

朱
子
が
「
婦
人
不
v
得
一
一
於
其
夫
一
故
以
二
柏
舟
一
白
比
」
と
注
す
る

「
柏
舟
」
に
は
、
自
己
を
鳥
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
次
の
よ
う
な

表
現
が
見
ら
れ
る
。

「
日
活
月
諸
、
胡
迭
市
徴
、
心
之
憂
会
、
如
匪
潜
衣
、
静
言
忠
之
、

不
能
奮
飛
」
(
日
よ
月
よ
、
拐
ぞ
迭
ひ
に
微
な
る
、
心
の
憂
ひ
は
、

常
は
ざ
る
衣
の
如
し
、
静
か
に
言
に
之
を
忠
ふ
も
、
奮
飛
す
る
能
は

い

J
7
)心

に
憂
い
を
持
ち
な
が
ら
、
「
奮
飛
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
述
べ
る
此
の
一
詩
で
は
、
自
己
を
鳥
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
な
が
ら

も
、
結
局
は
従
前
と
変
わ
ら
ぬ
憂
い
に
沈
ん
だ
状
態
の
ま
ま
で
詩
が

終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
の
試
み
す
ら

も
さ
れ
て
い
ず
、
初
め
か
ら
諦
念
の
み
し
か
見
て
と
れ
な
い
。
一

体
、
「
詩
経
」
は
憂
い
を
述
べ
る
こ
と
は
多
い
も
の
の
、
単
に
そ
う

し
た
状
態
を
悲
し
み
綴
る
の
み
で
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
図
ろ
う
と

試
み
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
れ
る
鳥
も
、

( 30 ) 
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に
mm
ざ
さ
れ
た
中
か
ら
飛
均
し
て
大
空
を
駆
け
ゆ
く
と
い
っ
た
大
き

な
運
動
性
を
持
つ
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
憂
い
の
中
に
羽
を
閉

(
S〉

ざ
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
「
詩
経
」
で
は
、
悲
哀
か
ら
の

解
放
が
翼
を
持
つ
烏
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
も
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
余
う
に
現
実
的
側
部
を
強
く
持
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
中
で
は
、
悲
亥
は
現
実
的
方
法
に
よ

っ
て
の
み
解
消
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
表
現
は
現
実
を
再
認
識
す
る

だ
け
の
、
単
な
る
記
述
の
域
を
出
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

共
十
六
の
「
亮
無
農
風
翼
、
駕
能
凌
風
飛
」

に
は
民
風
の
翼
無
け
れ
ば
、
ん
ぞ
能
く
風
を
凌
い
で
飛
ば
ん
)
も

一
ー
詩
経
」
と
全
く
同
じ
く
、
現
実
の
生
か
ら
一
歩
も
出
て
は
い
な
い
。

希
望
を
抱
き
な
が
ら
も
、
一
得
び
絶
望
の
中
へ
回
帰
し
て
行
く
。
し
か

し
「
古
詩
十
九
首
」
で
は
、
僅
か
だ
が
新
し
い
希
望
へ
の
緒
を
表
現

す
る
も
の
も
あ
る
。

2 

つ

其
十
二
の
最
後
の
「
思
潟
修
一
飛
燕
、
街
泥
鼠
ん
世
相
屋
」
(
忠
ひ
て
双

飛
燕
と
為
り
、
泥
を
街
ん
で
君
が
屋
に
巣
く
は
ん
)
と
い
う
表
現
、

自
己
を
「
双
飛
誠
一
」
と
「
思
い
為
す
一
行
為
、
こ
れ
が
「
古
詩
」
が

初
め
て
獲
得
し
た
、
理
想
的
な
自
己
の
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
双
飛

誌
に
と
化
し
た
自
己
は
、
肉
体
の
拘
束
を
何
等
受
け
な
い
救
済
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
永
遠
に
存
在
し
続
け
る
。
「
詩
経
」
で
は
、

「
奮
飛
」
す
る
こ
と
は
な
く
絶
望
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で

一
返
却
一
は
振
り
払
わ
れ
、
「
鳥
i

一
一
は
自
己
の
希
望
的
存
在
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
'
其
十
二
に
限
っ
て
一
一
一
一
口
え
ば
、
「
君
が
屋
」
に

一
巣
く
ふ
」
と
言
い
、
「
君
」
と
い
う
現
実
の
存
在
か
ら
離
れ
ら
れ
な

い
、
想
像
力
の
振
一
戦
の
狭
い
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
、
解
放
さ
れ
る

べ
き
日
常
性
に
付
か
ず
離
れ
な
い
意
識
は
、
想
像
力
の
可
能
性
を
最

小
限
に
し
か
発
揮
し
て
い
な
い
「
詩
経
」
と
余
り
変
わ
ら
な
い
も
の

と
言
え
よ
う
。
現
実
と
水
平
に
飛
行
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
鎖

を
断
ち
切
っ
高
く
均
び
た
と
う
と
言
う
と
き
こ
そ
、
真
の
悲
哀
か
ら

の
解
放
が
な
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
其
五
が
言
う
。

北
ハ
五

苛
「
レ
し
」
弓
」
コ
一
4
L炎

7
1卜
1
寸ぺ一一
1
一
ふ
け
い
判
制
じ

上交
流
結
締
箇

阿
関
三
重
階

上
有
絃
歌
整

一
何
悲

誰
能
浅
此
由

無
乃
妃
梁
妻

清
一
濡
騒
風
護

( 31 ) 

西
北
に
高
楼
有
り

上
は
浮
雲
と
斉
し

交
疏
は
縞
歯
に
結
び

阿
間
三
重
の
階

上
に
絃
歌
の
声
有
り

音
響
一
へ
に
何
ぞ
悲
し
き

誰
か
能
く
比
の
曲
を
為
す

乃
ち
妃
梁
の
妻
な
る
無
か
ら
ん

薄
商
問
問
に
槌
っ
て
発
し



中
由
正
俳
街

一
部
再
三
歎

懐
慨
有
徐
友

不
惜
歌
者
苦

但
傷
知
一
江
田
稀

願
魚
繁
鳴
鶴

奮
麹
起
高
飛

正
に
俳
但
す

一
た
び
弾
き
て
再
三
歎
き

様
慨
余
亥
有
り

歌
者
の
苦
し
き
を
惜
ま
ず

但
だ
知
音
の
稀
な
る
を
傷
む

阪
は
く
は
双
鳴
鶴
と
為
り

麹
を
奮
ひ
て
起
ち
て
高
く
飛
ば
ん

中
出

こ
こ
で
は
、
鳥
に
姿
を
変
え
た
自
身
が
、
「
麹
」
を
は
ば
た
か
せ

て
「
高
」
く
大
空
へ
飛
ん
で
ゆ
く
。
「
奮
趨
起
高
飛
」
に
は
、
其
十

二
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
力
強
さ
と
、
そ
の
先
に
希
望
の
存
在
を
予
感

さ
せ
る
上
方
へ
の
霊
直
な
運
動
が
感
じ
ら
れ
る
。

G
-
バ

シ

ュ

ラ

!

ル
は
、
ト
ゥ
i
ス
キ
ル
の
「
鳥
の
世
界
」
を
引
用
し
、
「
軽
妙
さ
の

本
質
的
象
徴
で
あ
る
翼
は
ま
ず
万
物
に
お
け
る
完
壁
さ
の
理
想
的
な

し
る
し
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
た
ま
し
い
は
こ
の
下
等
な
人
生
に
た

ま
し
い
を
引
き
と
め
て
い
る
肉
体
の
包
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
鳥
の
体
駆
よ
り
も
も
っ
と
軽
く
、
も
っ
と
迅
速
な
栄
光
の
体
駆

に
化
身
す
る
。
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
想
像
の
翼
を
身
に
つ
け
た
時
、

人
々
は
現
実
世
界
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
の
解
放
さ
れ
る
べ
き
世
界

(
9
)
 

を
獲
得
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
想
像
の
翼
が
人
を
悲
哀
の
鎖
か
ら
解
き
放
ち
、
人
は
こ
の

を
羽
ば
た
か
せ
て
様
々
な
方
向
に
飛
び
回
る
こ
と
で
、
新
た
な
多
様

な
価
値
を
発
見
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
が
「
文
学
」
が
単
な

る
現
実
描
写
に
止
ま
ら
な
い
新
し
い
局
面
を
切
り
開
い
て
い
く
、
そ

の
一
つ
の
可
能
性
に
気
付
い
た
と
き
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
現
実
に

強
く
拘
束
さ
れ
る
姿
勢
か
ら
理
想
主
義
へ
と
一
歩
踏
み
出
す
契
機
で

も
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
「
古
詩
十
九
首
」
と
同
時
代
の
作
品
に
、
こ
の
よ
う

に
自
己
を
鳥
に
な
ぞ
ら
え
て
大
空
に
m
m
い
て
ゆ
く
モ
チ
ー
フ
を
持
つ

詩
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

η
ι
l
i
l
Q
U
 

「
先
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
詩
」
の
「
漢
詩
」
に
、
管
見
の
及
ぶ
限
り

で
は
、
自
己
を
烏
に
な
ぞ
ら
え
る
も
の
が
次
の
数
作
品
あ
る
。

「
居
常
土
思
今
心
『
内
傷
、
顕
免
寅
鵠
今
還
故
郷
」
:
・
烏
孫
公
主
細
君

( 32 ) 

「
恨
無
今
視
察
、
高
飛
今
相
退
」
・
:
徐
淑
「
答
秦
嘉
詩
」

「
駕
得
羽
翼
今
路
汝
蹄
」
:
・
「
胡
歌
十
八
拍
」

「
願
化
整
資
鵠
、
還
故
郷
」
・
:
「
准
南
王
」
(
舞
曲
歌
辞
)

「
将
最
比
翼
今
縞
天
端
」
:
・
「
別
鶴
操
」
(
琴
曲
歌
辞
)

「
額
免
婆
寅
鵠
、
高
飛
還
故
郷
」
:
・
古
詩

「
淵
州
、

f
m
墾
寅
鵠
、
迭
子
倶
遠
飛
」
「
李
陵
銭
別
一
一
一
付
二
十
一
品
目
」
其

ムハ
」
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。



一
、
表
現
が
類
型
化
さ
れ
て
い
て
、
共
通
す
る
訟
句
が
多
く
伎
わ
れ

γ心
。「

願
潟
茨
鵠
今
時
刻
故
郷
」
・
:
烏
孫
公
主
制
君
「
歌
」

「
跡
、
化
体
λ

英
鵠
、
迷
故
郷
」
:
・
「
准
南
王
」

「
版
局
笠
貫
鵠
、
高
飛
迷
故
郷
」
・
:
古
詩

「
問
似
位
同
控
焚
鵠
」
・
「
李
佼
鍛
別
詩
」
共
六

二
女
性
の
立
場
か
ら
歌
っ
た
も
の
(
烏
孫
公
主
細
君
・
徐
淑
・

「
初
歌
十
八
拍
」
等
)
、
兵
性
と
の
関
わ
り
を
歌
っ
た
作
(
「
別
鶴

(
日
〉

燥
」
「
李
陵
鍛
別
詩
」
)
に
、
自
己
を
鳥
に
な
ぞ
ら
え
る
も
の
が
多

、。
、し

一
、
相
手
ま
た
は
故
郷
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
識
が
強

く
、
現
実
に
は
不
可
能
な
、
そ
の
距
離
を
埋
め
る
手
段
と
し
て
翼

が
想
起
さ
れ
て
い
る
。

最
初
の
点
に
関
し
て
は
、
当
時
の
作
品
は
、
歌
謡
の
よ
う
に
多

く
の
人
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
、
最
大
公
約
数
的
感
情
を
核
と
し
た
多

く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
た
め
、
と
ニ
一
一
口
う
に
止
め
て
お
こ

う
。
第
二
第
三
の
点
に
関
し
て
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
受
動
的

な
立
場
に
あ
る
女
性
が
、
解
決
を
想
像
の
世
界
に
求
め
る
他
は
な
か

っ
た
と
い
う
理
由
が
想
定
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
同
時
代
の
作
品
と
「
古
詩
十
九
首
」
其
五
・
其
十

こ
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
類
型
化
さ
れ
共
通
す
る
語
句
が
多
く
使

わ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
異
な
る
。
例
え
ば
、

鳴
鶴
」
「
控
飛
燕
」
へ
の
置
き
換
え
も
、
そ
の
鳥
の
特
性
が
考
え
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
鶴
、
ひ
と
た
び
人

家
の
軒
端
に
巣
く
う
と
毎
年
訪
れ
る
燕
だ
か
ら
こ
そ
、
次
の
句
の

一
奮
趨
起
高
飛
」
「
街
泥
染
君
屋
」
が
現
実
の
情
景
と
重
な
り
あ
い
、

(ロ)

読
者
に
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
定
着
す
る
。
こ
の
点
か
ら
も

{
j

古
詩
十
九
首
」
は
無
名
氏
の
作
で
あ
り
な
が
ら
、
単
な
る
歌
謡
か

ら
は
一
歩
抜
け
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
同
時
代
の
作
の
多

く
が
「
還
故
郷
」
と
い
う
、
そ
の
飛
均
す
る
範
閤
・
距
離
が
現
実
的

目
的
を
持
つ
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
十
日
詩
十
九
首
」

其
五
は
現
実
を
超
克
し
て
解
放
さ
れ
た
世
界
に
羽
ば
た
か
ん
が
為
に

飛
掬
す
る
。
こ
れ
も
新
た
な
表
現
と
い
え
よ
う
。

の
「
時
四
五
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一
ー
文
選
」
が
、
同
時
代
の
数
あ
る
「
古
詩
」
の
中
で
「
古
詩
十
九

」
を
「
雑
詩
」
の
冒
頭
に
置
く
の
も
、
故
無
し
と
は
言
え
な
い
。

で
は
、
次
の
時
代
の
詩
人
が
、
こ
れ
を
ど
の
様
に
継
承
し
て
い
っ

た
の
か
、
次
は
そ
こ
に
自
を
移
そ
う
。

r、
一、、J鍾

燦
の
「
詩
品
」
、
が
「
上
品
」
に
分
類
し
、
高
い
評
価
を
与
え
る

も
の
の
中
で
、
一
甘
一
(
の
態
、
源
は
園
風
に
出
づ
」
と
、
一

i

古
詩
」
は

一
一
日
経
」
と
関
係
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
系
譜
で
次
に
置
か
れ
る
の

が
「
貌
陳
思
王
極
詩
J

一
、
つ
ま
り
曹
植
の
詩
で
あ
る
。
鐙
畷
は
曹
植



の
詩
を
「
士
山
詩
」
以
上
に
高
く
評
備
す
る
の
だ
が
、
そ
の
作
品
が
悲

哀
感
情
を
露
わ
に
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

曹
植
の
場
合
も
、
現
笑
の
状
況
を
自
身
の
力
で
ど
う
に
も
で
き
ず
、

や
り
場
の
な
い
悲
し
み
は
作
品
と
す
る
以
外
に
解
消
す
る
術
も
な
か

っ
た
。
彼
の
作
品
に
も
、
想
像
の
世
界
で
鳥
と
な
っ
て
飛
朔
す
る
事

で
現
実
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
も

の
を
挙
げ
る
。

「
顔
魚
比
翼
鳥
、
施
駒
起
一
品
開
」
:
・
「
迭
態
氏
詩
二
芦
」

「
麟
路
越
鳥
、
翻
飛
南
側
矧
」
:
・
「
朔
風
詩
」

「
如
彼
翰
鳥
、
或
飛
一
民
天
」
:
・
「
諮
問
哉
行
」
(
文
選
二
十
三
悼
亡
詩

注
)こ

れ
ら
は
「
古
詩
十
九
首
」
の
も
の
と
何
等
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な

い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
例
え
ば
「
或
飛
戻
天
」
は
、
菅
穏

に
と
っ
て
天
上
が
鳥
の
よ
う
に
伸
び
や
か
で
い
ム
ら
れ
る
、
本
来
の
あ

る
べ
き
場
所
、
解
放
さ
れ
た
自
由
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の

(
日
)

で
あ
る
。
ま
た
「
古
詩
十
九
首
」
其
十
五
と
同
じ
く
人
生
の
短
か
さ

を
嘆
き
な
が
ら
も
、
官
棋
の
次
の
作
は
一
時
的
な
快
楽
に
逃
避
す
る

の
で
は
な
く
、
悲
京
の
解
消
は
一
大
上
か
ら
の
大
き
な
視
点
の
獲
得
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

ハ
リ
川
〉

時
一
山
寺

U
X
i
-
-
H
C
H
 

人
生
不
満
百

k

、.ゅ一

i
ノ
バ
叫
」

fT
コ
こ
仲
山
川
こ

FJ

一i
L
Y
主
祁
ア
』

西
L
rト
}

」
1

寸

L

河
け

コa
一

こ
の
挑
め
が
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
は
、
一
一
一
一
口
う
ま

で
も
な
く
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
東
西
南
北
、
世
界
を
自
在
に
駆
け

巡
り
「
努
を
鼓
し
て
時
な
る
夙
に
舞
う
」
ハ
「
遠
遊
篇
i

一
)
菅
植
の
想

像
力
が
、
悲
友
に
耽
諺
す
る
漠
代
人
が
縛
ら
れ
て
い
た
現
実
の
枠
組

み
を
飛
び
越
え
、
新
し
い
文
学
の
局
面
を
開
い
て
い
っ
た
こ
と
だ
け

成
戚
少
数
娯

一
意
欲
奮
六

mm

排
霧
陵
紫
虚

鮮
般
向
松
喬

叡
跡
登
鼎
湖

初
期
九
天
上

制
約
轡
遠
行
諒
一

東
都
扶
桑
腕
唱

西
臨
弱
水
流

北
極
登
玄
渚

南
mm
砂
丹
丘

戚
'
或
と
し
て
歓
娯
少
な
し

意
六
読
を
奮
は
ん
と
欲
し

し
の

霧
を
排
し
て
紫
虚
を
凌
ぐ

鰐
既
松
喬
に
同
じ

跡
を
翻
し
て
問
所
期
に
登
る

的
関
'
朔
す
九
天
の
上

鰐
せ
て
遠
く
行
遊
せ
ん

扶
桑
の
躍
を
観

一
弱
水
の
流
れ
に
臨
み

認
め
て
玄
渚
に
登
り

の
ぼ

開
け
て
丹
丘
に
捗
ら
ん

東
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は
間
違
い
な
い
。
こ
の
運
動
の
振
幅
の
大
き
さ
と
急
激
な
ス
ピ
ー
ド

こ
そ
、
彼
の
作
品
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
一
一
一
一
向
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
例

え
ば
、
彼
が
忍
婦
の
立
場
に
身
を
置
き
換
え
る
と
、
鳥
で
は
飽
き
足

ら
ず
、
よ
り
速
い
「
光
」
や
「
風
」
と
な
っ
て
男
性
の
元
へ
飛
ぼ
う

(
日
以
〉

と
す
る
。



彼
の
飛
均
は
、
漢
代
の
作
の
よ
う
な
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

水
平
方
向
の
動
き
よ
り
も
、
束
縛
さ
れ
る
現
実
か
ら
、
天
に
ム
向
か
っ

て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
飛
ぶ
、
無
目
的
な
上
方
へ
の
運
動
が
多
い
。
自
ら

の
寄
る
辺
な
い
様
を
一
一
一
一
日
う
作
で
は
、
転
蓬
が
風
に
吹
か
れ
る
様
子
を

で
平
に
間
風
の
起
こ
る
に
活
ひ
、
我
を
吹
い
て
雲
間
に
入
る
、
自
ら

ね
ヤ
仏
M
V

天
路
を
終
へ
ん
と
諮
ひ
し
に
、
忽
然
と
し
て
沈
淵
に
下
る
」
(
「
呼
嵯

篇
」
)
「
斡
蓬
木
根
よ
り
離
れ
、
織
抑
制
と
し
て
長
風
に
腿
ふ
、
何
の
念

か
廻
練
場
が
り
、
我
を
吹
き
て
一
禁
中
に
入
る
、
高
く
高
く
上
り
て
極

ま
り
無
し
、
天
路
安
ん
ぞ
窮
む
ベ
け
ん
」
(
「
雑
詩
」
)
と
表
現
す
る

が
、
こ
れ
ら
も
そ
う
し
た
曹
植
の
傾
向
を
物
語
る
だ
ろ
う
。
曹
植
に

と
っ
て
「
天
」
は
解
放
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
身
を
解
き
放

つ
と
き
、
現
実
の
悲
哀
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
象
徴

す
る
よ
う
な
作
が
「
野
田
実
雀
行
」
で
あ
る
。

野
田
寅
雀
行

高
樹
多
悲
風

潟
水
揚
其
波

利
剣
不
在
挙

結
友
何
須
多

不
見
線
開
雀

見
鶴
自
投
経

同
伴
家
得
雀
喜

高
樹
悲
風
多
く

海
水
其
の
波
を
揚
ぐ

利
剣
山
羊
に
在
ら
ず
ん
ば

友
を
結
ぶ
何
ぞ
多
き
を
須
ひ
ん

見
ず
や
簸
間
の
雀

鶏
を
見
て
自
ら
羅
に
投
。
す

羅
家
雀
を
得
て
喜
ぶ
も

少
年
見
雀
悲
少
年
雀
を
見
て
悲
し
む

抜
剣
指
向
絡
網
剣
を
抜
い
て
羅
網
を
指
へ
ば

爽
雀
得
飛
飛
黄
雀
飛
び
飛
ぶ
を
得
た
り

飛
飛
摩
蒼
天
飛
び
飛
び
て
蒼
天
を
摩
し

来
下
謝
少
年
来
り
下
り
て
少
年
に
謝
す

自
己
の
化
身
と
ま
で
は
一
一
一
一
口
え
な
い
に
し
て
も
、
自
己
を
投
影
す
る

「
黄
雀
レ
が
、
現
実
の
象
徴
で
あ
る
か
の
様
な
「
羅
網
」
か
ら
逃
れ

て
、
天
を
突
く
よ
う
に
上
昇
し
、
一
転
少
年
の
元
へ
と
急
降
下
す
る

と
い
う
こ
の
作
に
は
、
漢
代
の
作
が
持
つ
悲
哀
に
停
滞
し
た
り
再
び

悲
京
に
回
掃
す
る
沈
穆
さ
は
窺
え
な
い
。
空
間
を
自
在
に
移
動
す
る

(
日
出
〉

解
放
感
だ
け
が
あ
る
。
詩
を
覆
い
尽
く
し
て
い
た
悲
京
は
、
曹
植
に

至
っ
て
始
め
て
、
そ
の
絶
対
的
な
力
を
緩
め
た
と
言
え
よ
う
。

( 35 ) 

お
わ
り
に

警
植
の
作
品
の
持
つ
傾
向
は
、
「
古
詩
十
九
首
」
一
英
五
「
奮
惣
起

高
飛
」
の
側
面
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
彼
自

身
に
そ
う
し
た
も
の
に
共
感
し
、
深
め
て
行
く
素
質
が
あ
っ
た
か
ら

で
も
あ
る
が
、
曹
植
は
「
其
五
」
の
も
つ
新
し
い
面
を
突
き
詰
め
、

拡
大
誇
張
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
ら
の
作
品
の
中
核
を
成
す
部
分
を

築
き
上
げ
た
と
も
言
え
る
。
文
学
が
も
し
、
漢
代
以
前
は
現
実
に
過

度
に
縛
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
六
朝
期
以
降
、
そ
の
束
縛
か
ら
徐



々
に
離
脱
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
な
ら
、
「
古
詩
十
九
首
」
五

は
、
漢
代
の
現
実
主
義
か
ら
六
朝
期
の
理
想
主
義
へ
移
行
す
る
一
つ

の
端
緒
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
c

鐙
燃
が
寸
一
国
間
同
」

1v
「
古
詩
」

l
v
「
曹
植
」
と
位
置
付
け
る
と
き
、
そ
こ
に
詩
人
た
ち

が
共
通
に
抱
え
込
ん
で
い
た
現
実
の
切
実
な
悲
友
と
、
そ
こ
か
ら
の

解
放
、
す
な
わ
ち
悲
亥
か
ら
の
飛
矧
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
、
と
い

う
観
点
が
無
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
新
た
な
「
文
学
」
の
可
能
性
、
曹
植
が
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ

た
そ
の
想
像
世
界
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
前
田
植
の
他
の
作
品
、
及
び

建
安
期
の
他
の
詩
人
、
ま
た
そ
れ
を
う
け
る
正
始
の
詩
人
た
ち
の
作

品
の
検
討
も
必
要
と
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
の
こ
と
と

し
た
い
。

、法
(

1

)

絞
根
津
「
中
国
文
学
批
評
史
」
に
拠
る
。

〈

2
〉
欧
陽
修
「
梅
聖
設
詩
集
序
」

(
3
)

古
川
ヰ
次
郎
氏
は
「
推
移
の
悲
亥
」
(
全
集
6
〉
で
、
?
」
れ
ら
十
九

詐
の
詩
に
、
普
通
に
あ
ら
わ
れ
る
一
径
の
感
情
」
は
「
悲
哀
の
感
情
で
あ

る
よ
と
述
べ
る
。

(

4

)

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
悲
哀
の
原
因
、
そ
れ
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
も
の

を
挙
げ
る
。

①
「
行
行
霊
行
行
、
興
君
生
別
離
」
其
一

「
一
尚
子
行
不
錦
、
空
林
難
溺
JT」
其
二

「
不
培
歌
者
音
、
但
傷
知
一
音
稀
i

一
其
五

「
采
之
欲
遺
設
、
所
思
在
遠
道
3

一
一
英
六

「
千
里
遺
結
婚
、
悠
悠
隠
山
政
f

二
共
人

「
磐
呑
盈
懐
柏
、
路
遠
莫
致
之
」
其
九

「
盈
盈
一
水
問
、
阪
眠
不
得
語
ー
一
一
其
十

「
馳
情
整
中
帯
、
沈
吟
朝
、
野
濁
」
其
十
二

「
濁
宿
累
長
夜
、
夢
想
見
容
輝
」
其
十
六

「
上
言
長
相
思
、
下
言
久
別
離
」
其
十
七

「
相
去
寓
儀
皇
、
故
人
心
向
溺
」
其
十
八

「
客
行
雄
云
紫
、
不
如
早
旋
掠
ー
一
其
十
九

②
「
人
生
天
地
問
、
忽
如
遠
行
客
」
其
三

「
人
生
寄
一
世
、
奄
忽
芳
孫
塵
」
其
田

「
人
生
忽
如
寄
、
霧
無
金
石
間
」
其
十
三

「
生
年
不
満
吉
、
常
欝
千
世
純
愛
」
其
十
五

(
5
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
「
詩
経
集
注
」
の
記
述
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ

V
Q
O
 

周
南
「
を
耳
」
「
后
妃
以
君
子
不
在
高
思
念
之
故
賦
此
詩
ー
一

「
汝
境
」
「
婦
人
喜
其
君
子
行
役
而
蹄
間
記
其
未
蹄
之
時
思
望
之
情
如

此
市
迫
賦
之
也
」

召
南
「
草
滋
」
「
諸
侯
大
夫
行
役
在
外
其
一
安
溺
居
感
時
物
之
鑓
一
山
忠
其
君

子
如
此
若
周
南
之
荘
耳
也
」
「
段
其
鉱
」
「
婦
人
以
其
君
子
従
役
在
外
而

思
念
之
故
作
比
詩
」

「
谷
風
」
「
婦
人
箆
夫
所
業
故
作
此
詩
以
其
悲
怨
之
情
」

「
雄
雑
」
「
嬬
人
以
其
君
子
従
役
子
外
故
故
一
一
一
一
口
」

( 36 ) 



術
「
収
」
「
此
淫
掃
局
入
所
棄
而
自
紋
其
事
以
道
其
悔
恨
之
一
意
也
」

「
伯
今
」
「
婦
人
以
夫
久
従
征
役
荷
作
是
詩
」

王
「
君
子
子
役
」
「
大
夫
久
役
子
外
其
室
家
忠
市
賦
J41一

「
中
谷
有
程
」
「
凶
年
飢
純
室
家
相
棄
婦
人
質
物
起
興
自
述
其
悲
嘆
之

前
」

成
「
葛
生
」
「
目
婦
人
以
其
夫
久
従
征
役
市
不
蹄
故
一
一
一
一
口
」

泰
「
良
風
」
「
婦
人
以
夫
不
在
而
一
一
一
一
日
」

(
6
〉
こ
の
部
分
の
発
想
は
、
大
上
正
美
氏
「
玩
籍
詠
懐
詩
試
論
」
〈
漢
文

学
会
会
報
一
二
十
六
号
昭
和
五
十
二
年
六
月
〉
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

、。
1
u、

(
7
〉
其
十
五
に
「
仙
人
王
子
喬
、
難
可
輿
等
期
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
期
」

を
等
し
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
仙
人
の
存
在
は
否
定

し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

(
8
)

増
野
弘
幸
氏
「
三
日
経
』
に
お
け
る
「
鳥
が
木
に
と
ま
る
」
の
表
現

に
つ
い
て
」
(
「
筑
波
中
国
文
化
論
議
」

9
1
9
8
8
年
)
に
、
「
そ
の

自
ら
を
象
徴
す
る
「
鳥
」
が
「
木
に
と
ま
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
鳥
が
木
に
と
ま
り
続
け
る
様
に
、
自
分
が
憂
苦
の
状
況
に
置
か
れ
続

け
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
脱
出
出
来
な
い
事
を
象
徴
的
に
表
現
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
の
は
、
卑
見
を
傍
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
9
〉

C
-
バ
シ
ュ
ラ

i
ル
「
空
と
夢
l
運
動
の
想
像
力
に
か
ん
す
る
試
論

ー
」
法
政
大
学
出
版
局
1
9
6
8
年

p
%

〈
叩
〉
「
李
陵
録
別
詩
二
十
二
一
白
!
一
の
其
八
に
も
「
一
意
欲
従
鳥
一
述
、
部
品
馬
不

可
乗
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
分
が
鳥
と
な
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
に
は
含
め
な
か
っ
た
。

(
日
〉
「
別
鶴
操
」
は
、
一
安
の
喫
き
に
触
発
さ
れ
た
夫
が
作
っ
た
も
の
と
さ

れ
、
「
李
陵
録
別
詩
二
十
一
首
」
が
単
に
李
陵
・
蘇
武
の
名
に
仮
託
し
た

も
の
で
、
そ
の
内
容
は
男
女
の
別
離
の
情
で
あ
る
こ
と
は
既
に
広
く
知
ら

、
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
「
文
選
」
巻
二
十
曹
植
「
迭
感
氏
詩
」
の
李
善
啓
一
及
び
九
条
家
の

無
注
本
で
は
「
鶴
」
を
「
鳥
」
に
作
る
。
因
に
李
善
の
注
は
本
文
に
引
い

た
「
願
潟
比
翼
鳥
、
施
綴
起
高
開
」
に
付
け
ら
れ
、
曹
植
の
詩
と
「
古

詩
一
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。

(
日
)
「
善
哉
行
」
「
或
飛
民
天
」
は
「
詩
経
」
皐
麓
の
「
鳶
飛
戻
天
」
に
基

づ
く
だ
ろ
う
が
、
古
注
は
「
李
氏
田
」
と
し
て
「
抱
朴
子
」
の
「
鳶
之
在

下
無
力
、
及
至
乎
上
箆
身
直
趨
市
己
一
を
引
い
て
い
る
。
前
田
植
に
当
て
は

め
れ
ば
「
下
」
と
は
即
ち
無
力
で
し
か
な
か
っ
た
現
実
世
界
で
あ
り
、

ア
イ
デ

γ
テ
イ
テ
ィ
ー

「
上
」
と
は
鳥
に
化
身
し
て
自
由
に
飛
'
開
し
、
自
己
同
一
性
を
回
復
し
得

る
想
像
世
界
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
矢
田
博
士
氏
は
「
曹
植

の
神
仙
築
府
に
つ
い
て
「
(
「
中
関
詩
文
論
叢
」
第
九
集
中
国
詩
文
研
究

曾
)
で
、
曹
植
の
神
仙
楽
府
は
、
ど
の
作
品
に
も
現
実
世
界
を
批
判
も
し

く
は
否
定
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
発
言
が
含
ま
れ
る
と
し
、
「
窮
屈
な

現
寅
世
界
か
ら
脱
出
あ
る
い
は
逃
避
す
る
た
め
に
、
仙
界
へ
飛
び
立
つ
、

と
い
う
構
間
を
と
る
の
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
る
の
も
、
「
上
」
と
「
下
」

の
世
界
の
対
立
を
指
掃
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
は
)
「
翠
文
類
家
ー
一
巻
七
十
八

(
日
〉
「
雑
詩
ー
二
ハ
首
其
三
「
願
箆
南
流
景
、
馳
光
見
我
君
1

一

「
七
哀
詩
」
(
「
玉
喜
一
新
一
詠
」
で
は
「
雑
詩
」
「
柴
府
詩
集
1

一
で
は
「
怨
詩
行

本
館
」
)
「
原
震
西
南
風
、
長
逝
入
君
穣
」
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ハ
日
〉
曹
植
の
こ
の
よ
う
な
激
し
い
上
下
の
移
動
を
一
一
一
一
口
う
も
の
は
抱
に
、

「
桂
之
樹
行
」
の
「
高
高
上
際
於
衆
外
、
下
下
乃
窮
極
地
天
」
(
高
く
高
く

上
り
衆
外
に
際
り
、
下
り
下
り
て
乃
ち
地
天
を
窮
極
す
〉
や
、
本
論
で
引

用
し
た
「
呼
瑳
篇
」
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
ス
ピ

ー
ド
感
と
方
向
転
換
に
も
曹
植
の
特
徴
が
窺
え
る
。
戸
倉
英
語
〈
氏
も
「
漢

貌
六
朝
詩
に
お
け
る
空
間
表
現
の
形
式
と
そ
の
変
化
」
(
「
東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
」
第
百
二
冊
昭
和
六
十
二
年
)
に
お
い
て
抱
一
稿
と
論
旨
は
異
な

テ

ν
d
i
テ
イ
ク
ヨ

る
が
習
植
の
動
き
の
描
写
を
「
極
端
か
ら
極
端
へ
と
飛
び
移
る
念
力
移
動

的
な
激
し
さ
」
に
よ
っ
て
感
動
を
与
え
る
と
し
、
「
呼
援
篇
」
に
関
し
て

は
「
天
路
か
ら
深
い
淵
の
底
へ
、
ま
た
吹
き
出
さ
れ
て
南
へ
北
へ
、
世
界

の
涯
か
ら
涯
へ
と
さ
ま
よ
う
こ
の
転
蓬
の
動
き
、
こ
れ
ら
こ
そ
最
も
曹
植

的
な
心
情
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
ご
と
指
摘
す
る
。

ハ
法
政
大
学
〉
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