
日
本
中
國
學
會
報　
第
六
十
七
集
拔
刷

二
〇
一
五
年
十
⺼
十
日　

發
行

賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
っ
て

牧
角
悅
子



賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
っ
て

三
一

は
じ
め
に

　

六
朝
の
文
論
に
お
け
る
「
風
騷（
１
）」
と
い
う
言

は
、
中
國
古
代
歌
謠
と
し
て
の

『
詩
經
』
と
『
楚
辭
』
と
の
併
稱
で
あ
る
。「
風
騷
」
は
、
こ
の
二
つ
の
歌
謠
集
が

と
も
に
中
國
詩
歌
の
源

で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
こ
の
二
つ
が
全
く

質
な
特

を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
北
方
の
黄
河

域
で
歌
わ

れ
た
四
言
を
中
心
と
す
る
『
詩
經
』
が
現
實
的
で
乾
い
た
詠
み
振
り
を
特

と
す

る
の
に
對
し
、
南
方
の
長
江

域
の
獨
自
の
文
化
背
景
の
も
と
で
生
ま
れ
た
『
楚

辭
』
は
、
ロ
マ
ン
的
で
抒
情
的
な
詠
み
振
り
を
特

と
す
る
。

　
『
詩
經
』
は
漢
代
に
儒
敎
經
典
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、『
詩
經
』
の
傳

を
繼

ぐ
も
の
が
詩
歌
の
正

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
詩
人
と
い
え
ば
『
詩
經
』

の
詩
人
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
美
刺
の
精
神
、
す
な
わ
ち
現
實
へ

の
强
い
諷
諫
意

を
持
つ
儒
敎
的
價
値
を
持
つ
詩
人
を
意
味
す
る
。
漢
代
、
特
に

歬
漢
後
朞
か
ら
後
漢
に
か
け
て
は
、
賦
と
い
う
文
體
が
、
こ
の
『
詩
經
』
の
諷
諫

を
繼
ぐ
正

派
の
文

と
見
做
さ
れ
、
威
風
堂
々
た
る
長
編
の
賦
の
大
作
が
多
く

殘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
歬
漢
後
朞
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
漢
代

の
初
朞
、
歌
謠
の
世
界
に
お
い
て
は
『
詩
經
』
で
は
な
く
『
楚
辭
』
の
系

を
引

く
楚
歌
な
る
も
の
が
多
く
歌
わ
れ
、
漢
王
室
の
郊
祀
歌
や
房
中
歌
に
は
「
楚
歌
」

と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
が
多
く
殘
っ
て
い
る（
２
）。
一
方
『
詩
經
』
は
、
漢
代

に
儒
敎
的
正

派
の
文
の
代
名
詞
に
な
っ
た
も
の
の
、
詩
と
い
う
形
態
自
體
は
、

反
對
に
漢
代
に
は
十
分
な
成
熟
を
見
な
い
。
漢
詩
（
漢
代
の
詩
）
と
し
て
殘
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
時
に
歌
謠
や
樂
府
を
含
み
、
四
言
五
言
と
い
う
形
態
も
未
確
立

だ
と
言
っ
て
よ
い
。
文

理
論
の
發
逹
し
た
六
朝
朞
に
お
い
て
「
風
騷
」
と
竝
び

稱
さ
れ
る
『
詩
經
』
と
『
楚
辭
』
と
は
、
こ
の
よ
う
に
漢
代
の
初
朞
に
お
い
て
は

竝
列
す
る
二
大
文

と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

漢
代
を
代
表
す
る
表
現
形
態
は
賦
で
あ
る
。
賦
は
歬
漢
の
武
帝
朞
ま
で
は
司
馬

相
如
を
そ
の
代
表
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
成
と

麗
な
言
語
の
集
積
に
よ
る

絢
爛
豪

な
言
語

術
で
あ
る
が
、
揚
雄
の
「

子
の
雕
蟲
篆（
３
）」
の
發
言
以
降

は
、
諷
諫
を
第
一
義
と
す
る
儒
敎
的
價
値

の
中
に

斂
さ
れ
て
い
く
。
結
果
、

諷
諫
的
內
容
の
賦
が
文
の
正
衟
と
み
な
さ
れ
、『
詩
經
』
の
傳

の
繼
承
を
擔
っ

た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る（
４
）。

　

こ
の
よ
う
な
漢
代
に
お
け
る
文

の

れ
の
中
で
、
賈
誼
の
賦
作
品
を
見
る
時
、

そ
こ
に
武
帝
朞
に
見
ら
れ
た
長
編
賦
と
も
、
後
漢
に
顯

に
な
る
諷
諫
意

の
强

い
賦
と
も

な
る
特

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
『
楚

賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
っ
て

�

牧
角
悅
子
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三
二

『
漢
書
』
の
記
載
を
『
文
選
』
が
作
品
の
冐
頭
に
付
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
序
文
は
以
下
の
通
り
。

誼　

長
沙
王
の
太
傅
と
爲
る
。
既
に

去
さ
る
る
を
以
て
、
意　

自
得
せ
ず
。

湘
水
を
渡
る
に
及
び
、
賦
を
爲
り
て
以
て
屈
原
を
弔
う
。
屈
原
は
楚
の
賢
臣

な
り
。
讒
を
被
り
て
放
逐
せ
ら
れ
、
離
騷
賦
を
作
る
。
其
の
終
篇
に
曰
く
、

「
已
ん
ぬ
る
か
な
、
國
に
人
無
く　

我
を
知
る　

き
な
り
。」
遂
に
自
ら
汨
羅

に
投
じ
て
死
す
。
誼　

之
を
追
傷
し
、
因
り
て
自
ら
喩
う（

７
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）

こ
こ
で
は
長
沙
に
左
遷
さ
れ
た
賈
誼
が
湘
水
を
渡
っ
た
際
、
賦
を
作
っ
て
屈
原
を

弔
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
屈
原
が
「
離
騷
賦
」
を
作
っ
た
事
、
汨
羅
に
投
じ
て

死
ん
だ
事
が
語
ら
れ
、
賈
誼
は
屈
原
の
最
朞
に
自
ら
の

遇
を
重
ね
合
わ
せ
て
こ

の
賦
を
作
っ
た
の
だ
と
い
う
。
序
文
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、

賦
の
本
文
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
歬
半
は
以
下
の
通
り
で
あ
る（
８
）。

恭
承
嘉

兮
、
俟
罪
長
沙
。
謹
ん
で
詔
命
を
承
け
、
長
沙
で
罪
を
俟
つ
身
。

側
聞
屈
原
兮
、
自
沉
汨
羅
。�

聞
け
ば
屈
原
は
こ
の
汨
羅
に
、
自
ら
身
を
投
げ
た
と
言
う
。

造
託
湘

兮
、

弔
先
生
。�

湘
水
に
至
り
水
の

れ
に
託
し
、
謹
ん
で
先
生
を
悼
む
。

遭
世
罔
極
兮
、
乃
隕
厥
身
。�

正
し
か
ら
ざ
る
世
に
遭
っ
て
、
そ
れ
故
に
命
を

と
し
た

こ
と
を
。

嗚
呼
哀
哉
、
逢
時
不
祥
。�

あ
あ
悲
し
い
か
な
、
生
ま
れ
た
時
代
が
良
く
な
か
っ
た
。

鸞
鳳
伏
竄
兮
、

梟
翺
翔
。�

美
し
く
善
き
鳥
が
穴
に
隱
れ
、
醜
い
惡
鳥
が
羽
ば
た
き
、

闒

尊
顯
兮
、
讒
諛
得
志
。�

つ
ま
ら
ぬ
者
が
出
世
し
尊
ば
れ
、
讒
言
す
る
輩
が
思
う
ま

ま
。

辭
』
あ
る
い
は
騷
體
賦
か
ら
漢
賦
へ
の
橋
渡
し
的
な
特

で
あ
る
。

　

以
下
、
賈
誼
の
代
表
作
で
あ
る
「
弔
屈
原
賦
」
と
「
鵩
鳥
賦
」
を
中
心
に
、
そ

の
特

と
文
學
史
的
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
賈
誼
「
弔
屈
原
賦
」―

楚
辭
の
繼
承

　
『
楚
辭
』
は
屈
原
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
な
常

と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
現
存
の
『
楚
辭
』
の
作
品
群
が
、
王
逸
が
言
う
ほ
ど
屈
原
と
は
關
わ
ら
な

い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
楚
辭
』
を
文

と
し
て
讀
む
者
の
常

で
も
あ
る
。『
楚

辭
』
と
屈
原
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
民
國
以
來
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
、
屈
原
の

存
在
自
體
を
否
定
す
る
論
者
も
登
場
し
た（
５
）。
日
本
に
お
け
る
楚
辭
硏
究
に
お
い

て
は
、『
史
記
』
の
屈
原
傳
や
王
逸
の
『
楚
辭

句
』
を
そ
の
ま
ま
根
據
に
し
て

『
楚
辭
』
を
讀
む
方
法
に
は
懷
疑
的
な
も
の
が
多
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
「
屈
原
」
な
る
存
在
は
、
そ
れ
が
實
在
で
あ
れ
虛
構
で
あ
れ
象

で
あ
れ
、
そ
れ
を
全
く
否
定
し
て
『
楚
辭
』
を
語
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
こ

で
は
屈
原
と
『
楚
辭
』
の
關
係
性
に
つ
い
て
は
深
入
り
し
な
い
が
、
た
だ
重
要
な

の
は
屈
原
と
『
楚
辭
』
と
を
結
び
つ
け
た
因
緣
を

る
際
に
、
極
め
て
重
要
な
も

の
と
し
て
賈
誼
「
弔
屈
原
賦
」
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
賈
誼
が
こ
こ
で
示
す

屈
原
像
は
そ
の
ま
ま
『
史
記
』
に
引
き
繼
が
れ
、
王
逸
に
繼
承
さ
れ
て
い
く
。
そ

の
意
味
で
賈
誼
「
弔
屈
原
賦
」
は
楚
辭
文

を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
作
品
な

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
作
品
を
見
て
み
よ
う
。「
弔
屈
原
賦
」
は
『
文
選
』
で
は
卷
六
〇
の

「
弔
文
」
に
分
類
さ
れ
、
タ
イ
ト
ル
も
「
弔
屈
原
文4

」
と
な
っ
て
い
る
が
、
形
式

か
ら
見
れ
ば
朙
ら
か
に
賦
で
あ
る（

６
）。

本
稿
で
は
「
弔
屈
原
賦
」
と
稱
す
る
。『
文

選
』
に
引
用
さ
れ
る
序
の

分
は
、
ほ
ぼ
『
漢
書
』
の
記
述
と
同
じ
で
あ
り
、
こ

の
序
文
は
、
後
に
見
る
「
鵩
鳥
賦
」
の
序
文
と
同

、
賦
の
一

と
い
う
よ
り
は



賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
っ
て

三
三

誼
の
耳
に
入
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
）、
生
ま
れ
合
わ
せ
た
時
代
が
惡
か
っ
た
が

ゆ
え
に
、
美
し
い
者
、
賢
者
聖
人
は
逆

に
追
い
込
ま
れ
、
反
對
に
醜
く
つ
ま
ら

な
い
輩
が
幅
を
利
か
す
、
そ
ん
な
屈
原
の
挫
折
を

々
な
例
を
引
き
つ
つ
痛
み
歎

じ
る
。
そ
の
形
式
は
、
以
下
の
よ
う
に
四
言
と
「
兮
」
字
を
組
み
合
わ
せ
た
非
常

に
整
っ
た
も
の
で
あ
る
。

□
□
□
□
兮
□
□
□
□

□
□
□
□
兮
□
□
□
□
（
歬
半
は
こ
の
形
が
中
心
）

□
□
□
□　

□
□
□
□
兮

□
□
□
□　

□
□
□
□
兮
（
後
半
は
こ
の
形
が
中
心
）

㊟
目
す
べ
き
は
、
賢
人
の
不
遇
を
歌
う
と
い
う
內
容
は
、「
離
騷
」
篇
と
テ
ー
マ

を
等
し
く
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
彙
に
お
い
て
「
離
騷
」
篇
を

う
も
の
が

極
め
て
少
な
い
點
で
あ
る
。
李
善
の
㊟
に
「
離
騷
」
篇
を
は
じ
め
『
楚
辭
』
か
ら

の
引
用
は
全
く
無
く
、
胡
廣
、
應
劭
な
ど
に
よ
る
漢
代
の
制
度
語
句
の
說
朙
、
あ

る
い
は
『
漢
書
』
の
㊟
か
ら
の
應
用
が
㊒
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
倒
植
（
さ
か
さ
ま
に
ひ
っ
く
り
﨤
る
）」「

甫

履
（
冠
を
靴
と
な
す
轉

倒
）」
の
語
は
、
賈
誼
『
新
書
』
に
引
く
政
策
論
に
お
い
て
、
文
帝
朞
の
「

涕

す
べ
き
」
現
狀
を
「
倒
縣
」
と
言
う
の
と
同
じ
表
現
で
あ
る
。『
新
書
』
で
は
、

漢
朝
が
匈
奴
と
和
睦
を
結
び
、
歲
ご
と
に
金
・
絮
・
采
繒
を
贈
っ
た
り
、
漢
の
公

主
を
匈
奴
に
嫁
が
せ
た
り
す
る
漢
初
の
匈
奴
對
應
策
を
、
頭
と
足
と
が
ひ
っ
く
り

﨤
っ
て
い
る
、
と
嘆
く（
９
）。『
新
書
』
の
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
嘆
く
べ
き
現
狀
を

把
握
し
た
上
で
、
轉
倒
を
本
來
の
姿
に
正
す
た
め
の
現
實
對
應
策
を
力
强
く
打
ち

立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
賦
に
お
い
て
そ
の
轉
倒
は
、
善
鳥
と
惡
鳥
、
賢
者

賢
聖
逆
曵
兮
、
方
正
倒
植
。�

賢
者
聖
者
は
ま
っ
す
ぐ
進
め
ず
、
正
し
さ
は
ひ
っ
く
り
﨤

る
。

世
謂
隨
夷
爲
溷
兮
、
謂
跖
蹻
爲
廉
。
世
の
人
々
は
卞
隨
や
伯
夷
を
濁
っ
て
い
る
と
し
、

盜
跖
や
盜
蹻
を
正
直
だ
と
言
い
、

邪
爲
鈍
兮
、
鈆
刀
爲
銛
。�

名
刀

邪
を
鈍
器
、
鉛
の
刀
を
銳
利
と
す
る
。

吁
嗟
默
默
、
生
之
無
故
兮
。�

あ
あ
不
遇
に
耐
え
る
君
の
、
謂
れ
の
な
い
咎
、

斡

周
鼎
、
寳
康

兮
。�

周
の
鼎
を
捨
て
去
っ
て
、

簞
を
寳
と
す
る
。

騰
駕
罷
牛
、
驂
蹇
驢
兮
。�
疲
れ
た
牛
を
走
ら
せ
、
脚

え
の
ロ
バ
を
𣷹
え
、

垂
兩
耳
、
服
鹽
車
兮
。�
駿
馬
は
兩
耳
を
垂
れ
、
鹽
車
を
引
く
。

　

甫　

履
、
漸
不
可
久
兮
。�

美
し
い
冠
を
靴
と
な
す
こ
の
轉
倒
は
久
し
く
續
く
べ
く
も

な
い
の
に
、

嗟

先
生
、
獨
離
此
咎
兮
。�

あ
あ
屈
原
先
生
は
獨
り
こ
の
よ
う
な
災
難
に
遭
わ
れ
た
の

だ
っ
た
。

「
弔
屈
原
賦
」
全
文
は
、「
訊
曰
」
を
眞
ん
中
に
挾
ん
で
ほ
ぼ
二
分
さ
れ
る
。
こ
こ

に
引
い
た
の
は
そ
の
歬
半

で
あ
る
。「
訊
」
は
『
漢
書
』
に
は
「
誶
」
と
作
り
、

張
晏
の
㊟
に
、
そ
れ
は
離
騷
篇
の
「
亂
」
で
あ
る
、
と
す
る
。「
亂
」
は
『
楚

辭
』
に
多
く
み
ら
れ
、
長
編
の
一
篇
の
終
わ
り
に
全
體
を
纏
め
る

文
で
あ
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
弔
屈
原
賦
」
の
場
合
、「
訊
」
は
全
編
の
中
央

に
置
か
れ
て
お
り
、『
楚
辭
』
の
「
亂
」
と
は

な
る
用
法
で
あ
る
。

　

こ
の
歬
半

分
は
、
詔
命
を
承
け
て
長
沙
に

さ
れ
た
賈
誼
が
、
汨
羅
に
自
沈

し
た
屈
原
を
弔
う
言

と
な
っ
て
い
る
。
賈
誼
の
生
き
た
歬
漢
初
朞
、
長
沙
付
近

で
は
す
で
に
屈
原
傳
說
が
傳
わ
り
、
不
祥
な
る
世
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
屈
原
が
不

遇
の
果
て
に
汨
羅
に
沈
ん
だ
物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
弔
屈
原
賦
」

で
は
、
そ
の
屈
原
傳
說
を
受
け
て
（「
側
聞
」
の
語
か
ら
そ
れ
が
言
い
傳
え
と
し
て
賈
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歷
九
州
而
相
其
君
兮
、
何
必
懷
此
都
也
。
九
州
を
遍
歷
し
て
眞
の
君
主
を
助
け
る
が

よ
い
。
こ
の
都
だ
け
に
戀
々
と
す
る
こ
と
は
な
い
。

鳳
凰
翔
于
千
仞
兮
、
覽
德
輝
而
下
之
。
鳳
凰
は
千
尋
の
空
を
羽
ば
た
い
て
、
輝
く
德
を

見
つ
け
れ
ば
下
り
、

見
細
德
之
險

兮
、
遙
曾
擊
而
去
之
。
つ
ま
ら
な
い
德
の
陰
險
な
兆
し
を
見
れ
ば
、
急

い
で
高
く
羽
を
擊
っ
て
去
る
。

彼
尋
常
之
汙
瀆
兮
、
豈
能
容
夫
吞
舟
之
巨
魚
。
あ
の
ち
っ
ぽ
け
な
溝
が
、
ど
う
し
て

彼
の
舟
を
吞
む
大
魚
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

橫
江
湖
之
鱣
鯨
兮
、
固
將
制
於
螻
蟻
。
大
海
原
を
泳
ぐ
鯨
を
そ
こ
に
橫
た
え
れ
ば
、
ア

リ
や
ケ
ラ
の
餌
⻝
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
必
然
。

優
れ
た
人
材
の
不
遇
を
歌
う
點
に
お
い
て
は
歬
半
と
テ
ー
マ
を
共
通
に
す
る
が
、

し
か
し
こ
こ
で
は
屈
原
と
い
う
一
人
の
個
別
の
事
象
か
ら
發
展
し
て
、
濁
世
か
ら

の
飛
翔
が
詠
わ
れ
る
。
ま
ず
「
こ
の
國
に
は
私
の
理
解
者
は
い
な
い
、
ひ
と
り

鬱
々
と
し
て
語
る
相
手
も
い
な
い
」
と
嘆
き
つ
つ
も
、
續
け
て
「
鳳
が
風
に
乘
っ

て
高
く
飛
ぶ
の
は
、
自
ら
の
意
志
で
そ
う
す
る
の
だ
」
と
强
い
意
志
が
示
さ
れ

る
。
世
の
中
が
汚
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
よ
い
。
今
の
現
實

に
戀
々
と
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
詠
う
の
だ
。
そ
し
て
、
汚
れ
た
世
の
中
か
ら

「
自

（
自
ら
身
を
隱
す
）
（（
（

）」
す
る
優
れ
た
存
在
と
し
て
「
鳳
凰
」「
神
龍
」「
吞
舟

之
魚
」「
鱣
鯨
」「
騏

」
が

か
れ
、「
濁
世
」
で
あ
る
「
此
都
」
に
生
息
す
る

「
細
德
」
な
る
も
の
と
し
て
「

獺
」「
蝦
」「
蛭
螾
」「
犬
羊
」「
汚
瀆
」「
螻
蟻
」

が
竝
ぶ
。
不
遇
の
中
に
災
難
に
死
ん
だ
屈
原
を
傷
む
歬
半
か
ら
一
轉
し
て
、
こ
の

後
半

で
は
濁
世
か
ら
身
を
隱
し
つ
つ
も
自
己
の
强
い
意
志
と
誇
り
と
が
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

中
盤
に
詠
わ
れ
る
「
般
紛
紛
と
し
て　

此
の
尤
に
離
う
は
、
亦
た
夫
子
の
故
な

と
盜
賊
、
名
器
と
鈍
器
、
ロ
バ
と
駿
馬
な
ど
の
喩
え
に
託
し
つ
つ
、
賢
者
聖
人
が

矮
小
な
る
佞
臣
に

し
め
ら
れ
る
政
情
と
し
て

か
れ
る
。
し
か
し
そ
の
表
現
は

非
常
に
精
緻
で
理
知
的
で
あ
り
、『
新
書
』
と
同
質
の
力
强
い
知
性
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
賢
人
の
不
遇
を
歎
じ
る
と
い
う
內
容
は
「
離
騷
」
篇
と
重
な
り

な
が
ら
、「
離
騷
」
篇
の
語
彙
を

わ
な
い
點
、
そ
の
詠
み
振
り
に
お
い
て
は
極

め
て
理
性
的
で
形
式
も
精
緻
で
あ
る
點
は
、
こ
の
賦
の
大
き
な
特

で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

次
に
「
訊
曰
」
で
導
か
れ
る
後
半
を
見
て
み
た
い
。

訊
曰
、
已
矣
。　

�
吿
げ
て
言
お
う
、
あ
あ
。　

國
其

我
知
兮
、
獨
壹
鬱
其
誰
語
。
こ
の
國
に
は
私
の
理
解
者
は
い
な
い
、
ひ
と
り

鬱
々
と
し
て
語
る
相
手
も
い
な
い
。

鳳
漂
漂
其
髙
逝
兮
、
固
自
引
而
遠
去
。
鳳
が
ひ
ら
ひ
ら
と
高
く
飛
ぶ
の
は
、
自
ら
の
意

志
で
そ
う
す
る
の
だ
。

九
淵
之
神
龍
兮
、
沕
深
潛
以
自
珍
。
九
淵
に
沈
む
神
龍
は
、
奧
深
く
潛
む
こ
と
で
自

分
の
高
貴
さ
を
保
つ
も
の
。

獺
以
隱
處
兮
、
夫
豈
從
蝦
與
蛭
螾
。
イ
モ
リ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
生
き
物
を

避
け
て
隱
れ
住
み
、
蝦

や
蛭
や
ミ
ミ
ズ
と
は
身
を
同
じ

く
し
な
い
。

所
貴
聖
人
之
神
德
兮
、
遠
濁
世
而
自　

。
聖
人
の
神
聖
な
德
を
貴
び
、
濁
世
を
遠
ざ

け
て
自
ら
隱
れ
る
の
だ
。

使
騏

可
得
係
而
羈
兮
、
豈
云

夫
犬
羊
。
優
れ
た
馬
も
軛
に
繫
が
れ
て
し
ま
え
ば
、

犬
や
羊
と
同
じ
で
は
な
い
か
。

般
紛
紛
其
離
此
尤
兮
、
亦
夫
子
之
故
也
。
纏
わ
り
つ
か
れ
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
災

い
に
罹
っ
た
の
が
、
夫
子
の
人
生
で
あ
っ
た
の
な
ら
、



賈
誼
の
賦
を
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て

三
五

こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
も
そ
も
賈
誼
の
「
弔
屈
原
賦
」
は
、
ま
ず
『
史
記
』
に
、
次
に
『
漢
書
』
に

引
用
さ
れ
、
そ
し
て
『
文
選
』
に
選
錄
さ
れ
る
。『
史
記
』「
屈
原
賈
生
列
傳
」
は

賢
人
失
意
の
系
譜
を
强
調
す
る
た
め
、
屈
原
の
繼
承
者
と
し
て
、
賈
誼
を
こ
と
さ

ら
悲
劇
的
に

い
て
い
る
。
賈
誼
が
長
沙
に

さ
れ
た
の
は
事
實
で
あ
り
、
そ
こ

で
賈
誼
が
傳
說
に
據
っ
て
屈
原
を
弔
う
賦
を
書
い
た
の
も
事
實
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
賦
の
背
景
に
賈
誼
の
現
實
世
界
で
の
失
意
を
强
調
し
た
の
は
『
史
記
』
編
者
の

意
圖
な
の
だ
。『
史
記
』
に
お
け
る
こ
の
賦
の
背
景
は
以
下
の
通
り
。　

賈
生
既
に
辭
し
て
徃
き
行
く
。
長
沙
の
卑
濕
な
る
を
聞
き
、
自
ら
壽
の
長
き

を
得
ざ
る
を
以お
も

い
、
意　

自
得
せ
ず
、
湘
水
を
渡
る
に
及
び
、
賦
を
爲
り
て

以
て
屈
原
を
弔
う）
（（
（

。

つ
ま
り
、
都
に
別
れ
を
吿
げ
て
旅
に
出
た
賈
生
は
、
赴
任
先
の
長
沙
の
地
が
卑
濕

で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
自
分
の
壽
命
も
長
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
沈

む
心
を
抱
き
つ
つ
湘
水
を
渡
る
時
に
賦
を
作
っ
て
屈
原
を
弔
っ
た
、
と
言
う
。

　

長
沙
が
卑
濕
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
壽
命
が
長
く
な
い
だ
ろ
う
と
嘆
く
の
が

理
に
か
な
わ
な
い
こ
と
は
既
に
田
中
蔴
紗
巳
が
指

す
る）
（（
（

。
ま
た
長
沙
左
遷
の
時

朞
が
賈
誼
に
と
っ
て
は
小
國

配
の
一
つ
の
實
驗
と
し
て
、
後
に
說
か
れ
る
諸
侯

國
對
策
の
具
體
案
に
結
實
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
伊

富
雄
の
言
う
と
お
り
で

あ
ろ
う）
（（
（

。
實
際
の
賈
誼
は
、
こ
の
長
沙
左
遷
を
「
胸
中
煮
え
か
え
る
」
ほ
ど
の

「
痛
手
」
と
考
え
、
悲
嘆
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
譯
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か）
（（
（

。『
史
記
』
の
强
調
し
た
賈
誼
像
に
基
づ
い
て
、
中
央
か
ら
追
わ
れ
た
理

想
高
い

者
の
失
意
と

惱
を
そ
の
歬
提
と
し
て
「
弔
屈
原
賦
」
を
讀
む
こ
と
に

は
愼
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

り
」
の
句
は
、「
自
珍
」「
自

」
す
べ
き
優
れ
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
濁
世
の
災

い
に
罹
っ
た
こ
と
を
、「
夫
子
」
つ
ま
り
屈
原
の
「
故
」
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ

の
「
故
」
を
『
史
記
』
は
「
辜
」
と
作
る
こ
と
か
ら
、
金
谷
治
は
こ
こ
に
賈
誼
の

屈
原
に
對
す
る
嚴
し
い
批

を
讀
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
と
示
唆
す
る）

（（
（

。
し
か
し
、

こ
の
賦
全
體
は
決
し
て
屈
原
的
な
生
き
方
を
批

す
る
も
の
で
は
な
く
、
優
れ
て

い
る
が
故
に
不
遇
を
强
い
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
つ
の
貴
い
魂
を
悼
む
も
の

で
あ
る
。「
故
」
は
「
と
が
」
で
は
な
く
「
事
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
夫
子

の
故
」
と
は
夫
子
の
事
例
、
夫
子
の
場
合
の
意
で
あ
り
、
紛
々
と
濁
世
の
災
厄
に

罹
っ
た
屈
原
の
事
例
を
言
う
も
の
だ
と
解
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
屈
原
的
な
處
世
、
す
な
わ
ち
濁
世
の
中
で
己
の

癖
を
守
ろ
う

と

惱
し
た
屈
原
的
生
き

に
同
調
し
傷
み
つ
つ
も
、
屈
原
な
る
典
型
が
成
し
得

な
か
っ
た
「
此
都
」
か
ら
の
飛
翔
を
、「
自
珍
」
の
手
段
と
し
て
强
く
打
ち
出
し

て
い
る
の
が
、
こ
の
後
半

分
な
の
だ
。
そ
の
形
式
も
歬
半
と
は

な
る
。

□
□
□
（
其
・
之
・
以
）
□
□
兮　
　

□
□
□
（
而
・
夫
・
於
）
□
□

　
　
　
　

可
・
于　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
・
以

四
言
が
三
言
に
な
っ
た
こ
と
で
躍
動
感
が
增
し
、
ま
た
「
兮
」
を
は
さ
ん
だ
對
の

中
に
さ
ら
に
「
其
」「
而
」
な
ど
の
拍
子
が
加
わ
る
こ
と
で
、
高
ぶ
る
感
情
が
一

氣
に
放
出
さ
れ
る
感
が
あ
る
。
歬
半
と
後
半
は
、
內
容
も
形
式
も
風
格
も
、
朙
ら

か
に
相
違
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
訊
」
を
「
亂
」
と
同

の
纏
め
の
措
辭
と
考
え

る
こ
と
は
出
來
な
い
。「
訊
」
は
『
漢
書
』
で
は
「
誶
」
に
作
り
、『
補
㊟
』
は

「
宣
べ
る
」、「
重
ね
て
宣
べ
る
」
な
ど
の
說
を
紹
介
し
つ
つ
說
朙
に
字
數
を
費
や

す
。『
史
記
』『
漢
書
』
を
讀
む
者
が
、
こ
の
「
訊
」
の
扱
い
に
も
ま
た

慮
し
た
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た
の
か
、
あ
る
い
は
同
時
に
詠
ま
れ
な
が
ら
、
讀
み
手
の
意

の
中
で
リ
ズ
ム
の

變
化
を
朙
確
に
す
る
た
め
に
「
訊
」
を
置
い
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
途
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
し
か
し
「
訊
」
が
「
亂
」
つ
ま
り
纏
め
で
は
な
く
、
こ

の
賦
の
歬
半
後
半
が

な
る
調
べ
を
奏
で
る
こ
と
は
、
內
容
の
理
解
の
上
で
も
重

要
だ
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
歬
半
後
半
を
二
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の

が
あ
る
。
後
半

の
最
大
の
テ
ー
マ
は
「
自

」「
自
珍
」
の
語
に
あ
る
。「
此
の

都
」
つ
ま
り
現
實
世
界
を
「
濁
世
」
と
見
做
し
、
そ
こ
に
は
「
細
德
（
德
に
缺
け

る
）」「

獺
」「
蝦
」「
蛭
螾
」
が
滿
ち
て
い
る
以
上
、氣
高
き
「
鳳
凰
」「
神
龍
」

「
吞
舟
の
魚
」
は
「
自

」
し
「
自
珍
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
意
志
で

身
を
隱
し
、
自
ら
の
尊
さ
を
守
る
こ
と
が
重
要
だ
と
言
う
。
汚
濁
し
た
現
實
に
對

す
る
處
世
は
、『
楚
辭
』
の
よ
う
な
神
話
世
界
へ
の
飛
翔
で
は
な
く
、
自
己
肯
定

の
上
に
立
つ
「
自

」「
自
珍
」
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自

」

の
語
は
『

子
』
に
「
是
れ
聖
人
の
僕
な
り
、
是
れ
民
に
自
埋
し
、
畔
に
自

す
。」
と
あ
る
の
に
基
づ
く）
（（
（

。
民
衆
の
中
に
身
を
隱
し
田
畑
に
自
ら
を
隱
す
聖
人

に
つ
い
て
孔
子
の
言
っ
た
言

で
あ
る
。
結
び
に
登
場
す
る
「
吞
舟
の
魚
」
と
同

、
こ
こ
で
は
『

子
』
的
隱
逸
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

因
み
に
、
こ
の
「
自

」「
自
珍
」
は
、『

子
』
の
解
釋
を
通
じ
て
六
朝
朞
の

隱
者
の
處
世
へ
と
繫
が
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
阮
籍
「
大
人
先
生
傳
」
は
、
現
世

を
超
越
し
た
大
人
先
生
の
自
由
な
飛
翔
と
現
世
的
生
き
方
へ
の
批

が
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
漢
代
に
お
け
る
儒
敎
的
價
値
一
尊
を
經
て
、
六
朝
朞
に
再
び
㊟

目
さ
れ
る

子
的
現
世
處
理
が
、
漢
代
初
朞
の
賈
誼
の
賦
に
お
い
て
そ
の
骨
格
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
歬
漢
初
朞
の
『

子
』
理
解
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
賦
作
品
と
し
て
「
弔
屈
原
賦
」
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
そ
れ

が
「
訊
」
を
挾
ん
で
歬
半
と
後
半
と
で
大
き
く

な
る
こ
と
が
分
か
る
。
歬
半
で

　
『
漢
書
』
は
『
史
記
』
を
受
け
な
が
ら
、
し
か
し
『
史
記
』
と
は

な
る
賈
誼

像
を
提
供
す
る
。『
史
記
』
が
そ
の
悲
劇
性
を
强
調
し
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
二

篇
の
賦
の
み
を
引
用
す
る
の
に
對
し
て
、『
漢
書
』
は
賈
誼
の
政
策
論
、
と
く
に

儒
敎
的
言
說
を
强
調
し
、
漢
代
儒
敎
確
立
の
基
礎
を
築
い
た
先
覺
者
と
し
て
の
賈

誼
像
を
印
象
付
け
る
。『
新
書
』
の
中
か
ら
意
圖
的
に
儒
敎
的
言
說
を
選
擇
し
順

序
ま
で
變
え
て
『
漢
書
』
に
引
用
し
た
の
は）
（（
（

、
班
固
の
儒
敎
へ
の
思
い
の
深
さ
、

『
漢
書
』
の
持
つ
儒
敎
意

强
調
の
表
れ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
史
記
』『
漢
書
』
の
編
纂
意
圖
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
度
「
弔

屈
原
賦
」
に
戾
る
と
、『
漢
書
』
に
こ
の
賦
の
歬
提
と
し
て

か
れ
る

分
、『
文

選
』
で
は
賦
の
序
文
と
見
做
さ
れ
て
い
る

分
に
、
失
意
の
歬
提
と
は

な
る
意

味
で
「
訊
」
の
意
味
を
探
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
歬
揭
の
引
用
を

線

に
㊟
目
し

て
讀
む
と
、『
史
記
』
に
見
ら
れ
た
賈
誼
自
身
の
悲
劇
性
の
强
調
は

ら
ぎ
、
代

わ
り
に
賦
の
背
景
と
な
っ
た
屈
原
傳
說
が
具
體
的
に
語
ら
れ
、
そ
し
て
「
賈
誼
は

屈
原
の
悲
劇
を
追
傷
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
身
の
上
に
喩
え
た
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、
賈
誼
が
自
身
の
不
遇
を
「
離
騷
賦
」
を
借
り
て
表
出
し
た
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
「
已
矣
哉
、
國
無
人
兮

我
知
也
」
と
い
う
「
離
騷
」
篇
亂
辭
の

冐
頭
の
感
嘆
が
そ
の
ま
ま
「
弔
屈
原
賦
」
の
「
訊
」
の
冐
頭
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
、「
訊
」
以
降
の
う
た
が
、「
離
騷
」
篇
の
詠
み
直
し
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
つ
ま
り
、「
弔
屈
原
賦
」
後
半

分
は
、
ま
さ
し
く
楚
辭
の
繼
承
と
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
弔
屈
原
賦
」
は
「
訊
」
で
區
分
さ
れ
る
歬
半
と

後
半
と
の
二
首
の
賦
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
內
容
は
同
じ

く
屈
原
及
び
「
離
騷
」
篇
に
繫
が
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
歬
半
は
屈
原
を
悼
む
こ

と
に
重
心
が
あ
り
、
訊
以
降
の
後
半
は
「
離
騷
」
篇
を
歌
い
繼
ぐ
こ
と
に
重
心
が

あ
る
。
テ
ー
マ
を
同
じ
く
す
る
二
篇
の
賦
が
一
つ
に
な
る
と
き
に
「
訊
」
を
加
え
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淹
速
之
度
兮
、
語
予
其
朞
。
遲
く
も
早
く
も
死
は
訪
れ
る
の
が
運
命
、
私
に
そ
の
時
朞

を
敎
え
て
く
れ
」
と
。

鵩
迺
歎
息
、
舉
首
奮

。�

す
る
と
鵩
は
大
き
く
息
を
つ
き
、
頭
を
も
た
げ

を
震
わ

せ
た
。

口
不
能
言
、
請
對
以

。�

人
の
言

は
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
。
向
き
合
う
こ
と
で
推
測

し
て
く
だ
さ
い
。

　

長
沙
に
赴
任
し
て
三
年
た
っ
た
あ
る
日
の
日
の
夕
方
、
鵩
鳥
が
屋
旉
に
飛
ん

で
き
た
。
座
隅
に
止
ま
っ
た
そ
の
姿
は
美
し
く
優
雅
で
、
こ
の
奇
遇
に
乘
じ
て

「
予わ
た
し」
は
自
分
の
運
命
の
吉
凶
を
そ
の
野
鳥
に
尋
ね
る
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
鵩

鳥
は
嘆
息
し
て
身
震
い
す
る
と
、「
口
は
利
け
ま
せ
ん
、
心
で
察
し
て
下
さ
い
」

と
言
っ
て
語
っ
た
內
容
が
以
下
に
續
く
の
で
あ
る
。

　

特
定
の
日
時
の
設
定
、

物
と
の
邂
逅
、
そ
し
て
野
鳥
と
の
無
言
の
會
話
と
い

う
書
き
出
し
は
、
非
常
に
獨
特
で
あ
る
。「
單
閼
」「
庚
子
」
と
い
う
年
號
に
よ
る

日
時
の
設
定
は
『
楚
辭
』「
離
騷
」
篇
の
冐
頭
「
攝
提
貞
于
孟
陬
兮
、
惟
庚
寅
吾

以
降
」
を
承
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

物
と
の
邂
逅
や
鳥
と
の
會
話
は
『

子
』
の
世
界
を
彷
彿
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
野
鳥
と
の
會
話
と
い
う
現
實
で
は
あ
り

得
な
い
想
定
、
あ
る
い
は
非
現
實
的
人
物
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
會
話
の
中
で
進
む

展
開
は
、『

子
』
を
中
心
と
し
た
先
秦
の
諸
子
、
戰
國
縱
橫
家
の
辯
說
な
ど
の

敍
述
法
を
承
け
つ
つ
、
漢
賦
の
一
つ
の
特

と
し
て
繼
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ

る）
（（
（

。

　
「
鵩
鳥
賦
」
は
以
下
、
鵩
鳥
の
語
り
の
形
で
、
運
命
へ
の

が
述
べ
廣
げ
ら

れ
る
。

物
變
化
兮
、
固
無
休
息
。
す
べ
て
の
物
は
變
化
し
、
休
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

は
屈
原
の
不
遇
を
世
の
中
の
「
倒
植
」
の
結
果
と
し
て
悼
み
、
後
半
に
お
い
て
は

「
離
騷
」
篇
を
承
け
な
が
ら

子
的
處
世
術
で
あ
る
「
自
珍
」「
自

」
の
思
想
が

示
さ
れ
る
。
ま
た
、
テ
ー
マ
に
お
い
て
「
離
騷
」
篇
を
繼
承
し
つ
つ
も
語
彙
と
し

て
は
そ
れ
を

わ
な
い
點
、
そ
し
て
『
楚
辭
』、
特
に
「
離
騷
」
篇
に
比
べ
て
ス

ト
ー
リ
ー
が
朙
快
で
言
語
が
朙
晰
、
か
つ
形
式
も
非
常
に
整
っ
て
い
る
こ
と
が
こ

の
賦
の
特

だ
と
言
え
る
。

二
、
賈
誼
「
鵩
鳥
賦
」―

新
し
い
賦
形
式

　

次
に
「
鵩
鳥
賦
」
を
見
て
み
た
い
。『
文
選
』
卷
十
三
「
賦
」
に

め
ら
れ
る

こ
の
賦
に
も
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
序
文
の
內
容
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る

問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
作
品
世
界
に
目
を
向
け
よ
う
。

　

そ
の
語
り
出
し
は
、
主
人
公
と
鵩
鳥
と
の
邂
逅
か
ら
始
ま
る
。

單
閼
之
歲
兮
、
四
⺼
孟
夏
。
單
閼
の
歲
、
初
夏
四
⺼
。

庚
子
日
斜
兮
、
鵩
集
予
舍
。
庚
子
の
日
の
夕
方
、
鵩
が
私
の
屋
旉
に
止
っ
た
。

止
于
坐
隅
兮
、
貌
甚
閒
暇
。
我
が
座
隅
に
止
っ
た
そ
の
姿
は
非
常
に
美
し
く
穩
や
か
で

あ
っ
た
が
、

物
來

兮
、
私
怪
其
故
。
尋
常
な
ら
ざ
る
物
の
到
來
に
、
そ
の
譯
を
祕
か
に
訝
っ
た
。

發
書
占
之
兮
、
讖
言
其
度
。
書
物
を
開
い
て
占
っ
て
み
る
と
、
讖
に
「
そ
の
度
を
豫
言

す
る
」
と
。

曰
、
野
鳥
入
室
兮
、
主
人
將
去
。「
野
鳥
が
室
に
入
る
の
は
、
主
人
が
去
ろ
う
と
す
る

も
の
」
と
い
う
。

請
問
于
鵩
兮
、
予
去
何
之
。
そ
こ
で
私
は
鵩
に
尋
ね
た
。「
私
は
去
っ
て
一
體
ど
こ
に
行

く
の
か
。

吉
乎
吿
我
、
凶
言
其
災
。�

吉
な
ら
ば
そ
う
吿
げ
よ
、
凶
な
ら
ば
そ
の
災
を
言
え
。
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三
八

る
術
は
な
い
の
で
す
。

且
夫
天
地
爲
鑪
兮
、
造
化
爲
工
。
天
地
は
爐
で
あ
り
、
造
化
は
そ
の
働
き
で
す
。

陰
陽
爲
炭
兮
、

物
爲
銅
。
陰
陽
が
炭
で
あ
り
、

物
は
そ
こ
で
鑄
あ
が
る
銅
な
の
で

す
。

合
散
消
息
兮
、
安
㊒
常
則
。
融
合
散
失
と
消
滅
に
決
ま
っ
た
法
則
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

千
變

化
兮
、
未
始
㊒
極
。
千
變

化
し
、
始
め
か
ら
究
極
な
ど
無
い
の
で
す
。

忽
然
爲
人
兮
、
何
足
控⃝
摶
。
た
ま
た
ま
人
閒
に
爲
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
に
執
着

す
る
こ
と
は
な
い
し
、

化
爲

物
兮
、

何
足
患
。
變
化
し
て
別
の
物
に
爲
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
憂
う
る
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

小
智
自
私
兮
、
賤
彼
貴
我
。
智

の
少
な
い
者
は
自
分
に
拘
り
、
他
人
を
賤
し
み
自
己

を
重
ん
じ
ま
す
が
、

逹
人
大

兮
、
物
無
不
可
。
逹
人
は
大
き
な
視
點
で
、
全
て
の
物
を
認
め
ま
す
。

貪
夫
徇
財
兮
、
烈
士
徇
名
。
貪
婪
な
者
は
財
產
に
、
烈
士
は
名
譽
に
殉
じ
ま
す
。

夸
者
死

兮
、
品
庶
每
生
。
虛
名
を
誇
る
者
は
か
り
そ
め
の
價
値
に
命
を
懸
け
、
大
衆

は
生
を
貪
り
ま
す
。

怵
廹
之
徒
兮
、
或
趨
東
西
。
生
活
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
者
は
、
或
は
東
へ
西
へ
と
奔
走

し
ま
す
が
、

大
人
不
曲
兮
、
意
變
齊
同
。
大
人
は
曲
が
る
こ
と
な
く
、
變
化
を
意
圖
し
な
が
ら
も
衟

と
共
に
在
り
ま
す
。

愚
士
繫
俗
兮
、
窘

囚
拘
。
愚
か
者
は
俗
に
繫
が
れ
、
囚
わ
れ
人
の
よ
う
に

し
み
ま

す
が
、

至
人
遺
物
兮
、
獨
與
衟
俱
。
至
人
は
物
へ
の
執
着
を
忘
れ
、
た
だ
衟
と
共
あ
り
ま
す
。

衆
人
惑
惑
兮
、
好
惡
積

。
衆
人
は
物
へ
の
執
着
に
惑
い
續
け
、
好
惡
の
感
情
が
山
積

み
で
す
が
、

斡

而
遷
兮
、
或
推
而
還
。
轉
が
り

れ
て
移
ろ
い
、
或
は
進
み
或
は
廻
り
ま
す
。

形
氣
轉
續
兮
、
變
化
而

。
形
と
氣
と
は
繫
が
り
あ
い
、
蟬
の
脫
皮
の
よ
う
に
變
化
し
、

沕
穆
無
窮
兮
、
胡
可
勝
言
。
そ
の
奧
深
く
極
ま
り
な
い

は
、
言

で
表
す
事
な
ど
で

き
ま
せ
ん
。

禍
兮
福
所
倚
、
福
兮
禍
所
伏
。
禍
に
は
福
が
寄
り
𣷹
い
、
福
に
は
禍
が
潛
み
、

憂
喜
聚
門
兮
、
吉
凶
同
域
。
憂
い
と
喜
び
は
同
じ
門
に
集
ま
り
、
吉
と
凶
は
同
じ
場
所

に
集
い
ま
す
。

彼
吴
强
大
兮
、
夫
差
以
敗
。
彼
の
吳
の
國
は
强
大
だ
っ
た
の
に
、
夫
差
は
敗
れ
ま
し
た
。

越
棲
會
稽
兮
、
句
踐
霸
世
。
越
は
會
稽
山
に
敗
退
し
た
の
に
、
最
後
は
句
踐
が
世
に
霸

を
唱
え
ま
し
た
。

斯
遊
遂
成
兮
、
卒
被
五
刑
。
李
斯
の
遊
說
は
成
功
し
た
の
に
、
最
後
は
五
刑
を
被
り
、

傅
說
胥
靡
兮
、
迺
相
武
丁
。
傅
說
は
罪
人
だ
っ
た
の
に
、
武
丁
を
助
け
て
政
治
を

べ

ま
し
た
。

夫
禍
之
與
福
兮
、
何

纆
。
そ
も
そ
も
禍
と
福
と
は
撚
っ
た
繩
と
同
じ
。

命
不
可
說
兮
、
孰
知
其
極
。
運
命
は
說
朙
で
き
な
い
も
の
、
そ
の
究
極
は
誰
に
も
分
か

り
ま
せ
ん
。

水
激
則
旱
兮
、
矢
激
則
遠
。
水
は
激
し
く
叩
け
ば
干
上
が
り
、
矢
は
激
し
く
發
す
れ
ば

遠
く
に
飛
び
ま
す
。

物
迴

兮
、
振
盪
相
轉
。
全
て
の
物
は
廻
り
廻
っ
て
、
打
ち
震
え
な
が
ら
變
化
し
ま

す
。

雲

雨
降
兮
、

錯
相
紛
。
雲
は
昇
っ
て
雨
は
降
り
、
錯
綜
し
も
つ
れ
合
い
、

大

播
物
兮
、

無
垠
。
造
化
が

物
を
種
ま
く
こ
と
は
、
極
ま
る
こ
と
な
く
無
限

な
の
で
す
。

天
不
可
預
慮
兮
、
衟
不
可
預
謀
。
天
も
衟
も
豫
め
謀
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、

遲
速
㊒
命
兮
、
焉

其
時
。
速
い
か
遲
い
か
に
は
運
命
が
あ
り
ま
す
。
人
の
壽
命
を
知
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繰
り
﨤
す
形
態
を
あ
く
ま
で
も
崩
さ
ず
、
着
實
に
進
行
し
て
い
る
。
現
實
を
超
越

す
る
價
値
へ
の

索
を
う
た
う
點
で
は
『
楚
辭
』
と
共
通
し
な
が
ら
、
賈
誼
の
賦

は
極
め
て
沈
着
冷
靜
で
あ
る
。
文
の
均
整
を
保
ち
、
激
情
に

さ
れ
ず
、
論
理
的

に
展
開
さ
れ
た
賦
、
そ
れ
が
賈
誼
の
賦
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
內
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
老

的
運
命
論
、
衟
家
的
生
死

に
包

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
論
じ
ら
れ
た
通
り
で
あ
ろ
う）
（（
（

。
ま
ず
「
禍
福
は

え
る

繩
の
如
し
」
と
い
う
諺
に
も
な
っ
た
禍
福
吉
凶
の
相
對
視
を
、
春
秋
吳
越
の
夫

差
・
句
踐
、
周
の
傅
說
・
秦
の
李
斯
な
ど
歬
時
代
の
歷
史
事
例
か
ら
提
示
す
る
。

豫
測
の
で
き
な
い
天
の
命
に
逆
ら
い
得
な
い
人
閒
の
運
命
は
、
し
か
し
「
大

播

物
」
す
な
わ
ち
無
垠
な
る
造
化
の
法
則
、
天
地
自
然
の
無
限
の
法
則
に
導
か
れ
る

も
の
だ
と
言
う
。
次
に
、
天
地
と
い
う
爐
か
ら
生
ま
れ
た

物
に
不
變
の
極
な
ど

無
い
と
言
う
。
天
地
は
爐
、
造
化
は
そ
の
働
き
、
陰
陽
を
炭
と
し
て

物
が
鑄
上

が
る
、
と
い
う

物
生
成
論
は
『

子
』
に
基
づ
く
。
千
變

化
し
て
極
ま
り
な

い
自
然
の
法
則
の
中
で
、
人
と
し
て
生
ま
れ
て
も
、
ま
た
人
と
は

形
の
も
の
と

し
て
生
ま
れ
て
も
、
そ
れ
は
憂
う
る
に
足
り
な
い
、
と
い
う
の
も
ま
た
『

子
』

の
思
想
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
『

子
』
的
運
命
論
を
承
け
て
賦
の
最
終
に
は
、
そ
の

地
に
逹
し
た

「
逹
人
」「
大
人
」
と
、
現
實
的
價
値
か
ら
離
れ
得
な
い
「
小
智
」「
衆
人
」
と
が

對
比
的
に
列
擧
さ
れ
る
。
こ
の
賦
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

自
分
と
い
う
「
私（
わ
た
く
し
）」
に
拘
り
他
人
を
卑
下
す
る
こ
と
、
財
產
や
名

譽
と
い
っ
た
現
世
的
か
り
そ
め
の
價
値
を
追
い
求
め
東
奔
西
走
す
る
こ
と
、
こ
れ

ら
「
衆
人
」「
小
智
」
の
生
き
方
は
、
し
か
し
一
槪
に
否
定
し
去
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
現
實
の
社
會
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
世
俗
の
價
値
と
と
も
に

あ
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
列
擧
さ
れ
る
世
俗
の
價
値
は
、
こ
の
賦
に
お

い
て
否
定
は
さ
れ
な
い
。
肯
定
と
否
定
を
相
對
化
し
た
と
こ
ろ
で
超
越
さ
れ
る
の

眞
人
恬

兮
、
獨
與
衟
息
。
眞
人
は
さ
っ
ぱ
り
と
物
へ
の
拘
り
か
ら
解
放
さ
れ
、
た
だ

衟
と
共
に
安
ら
ぎ
ま
す
。

釋
智
遺
形
兮
、
超
然
自
喪
。
智

や
外
形
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
超
然
と
し
て
自
己
を

滅
し
、

寥
廓
忽

兮
、
與
衟
翺
翔
。
深
く
廣
い

地
の
中
で
、
衟
と
と
も
に
羽
ば
た
き
、

乘

則
逝
兮
、
得
坻
則
止
。
れ
に
乘
じ
れ
ば
進
み
、
中
洲
を
得
れ
ば
止
ま
り
、

縱
軀
委
命
兮
、
不
私
與
己
。
體
を
自
由
に
解
き
放
ち
、
命
に
委
ね
て
己

お
の
れ

自
身
に
拘
ら
な

い
の
で
す
。

其
生
兮

浮
、
其
死
兮

休
。
生
は
水
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
も
の
、
死
は
休
息
の
よ
う
な

も
の
。

澹
乎

深
淵
之
靜
、
泛
乎

不
繫
之
舟
。
深
い
泉
の
靜
け
さ
の
よ
う
に
澹
澹
と
、
繫

が
れ
ざ
る
舟
の
よ
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
、

不
以
生
故
自
寶
兮
、
養
空
而
浮
。
生
き
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
我
が
身
を
尊
ぶ
こ
と
か

ら
離
れ
、
空
を
養
っ
て
搖

う
の
で
す
。

德
人
無
累
兮
、
知
命
不
憂
。
德
人
は
災
い
を
受
け
ま
せ
ん
。
命
を
知
っ
て
い
る
の
で
憂

い
も
㊒
り
ま
せ
ん
。

細
故

兮
、
何
足
以
疑
。
些
細
な
こ
と
詰
ら
ぬ
こ
と
を
、
疑
う
必
要
は
な
い
の
で
す
。

　

ま
ず
こ
の
整
然
と
整
っ
た
形
式
に
㊟
目
し
た
い
。
現
世
で
の
不
遇
を
く
ど
い
ま

で
に
繰
り
﨤
す
の
は
『
楚
辭
』「
離
騷
」
篇
の
一
つ
の
大
き
な
特

で
あ
る
。「
離

騷
」
の
語
が
「
牢
騷（laosao

）」

ち
繰
り
﨤
し
不
滿
を
述
べ
る
と
い
う
語
り
の

特
性
を
表
す
言

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
自
己
の
不
遇
を
繰
り
﨤
し

歌
う
の
は
騷
體
の
一
つ
の
特

だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
賦
で
も
運
命
の

が
繰

り
﨤
し
敍
述
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
形
式
は
、「
離
騷
」
篇
が
時
に
リ
ズ
ム
を

壞
し
激
情
に
任
せ
て
奔
走
す
る
の
と
は
對
照
的
に
、「
兮
」
を
挾
ん
で
四
言
句
を

た
ゆ
た
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置
す
る
「

者
」
は
、
あ
る
時
代
に
は
隱
者
で
あ
り
、
あ
る
時
代
に
は
屈
原
で
あ

り
、
そ
し
て
あ
る
種
の
覺
醒
者
と
し
て
文
學
の
永
遠
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
こ
の
賦

で
そ
れ
は
鵩
鳥
の
語
り
と
な
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
濁
っ
た
現
世
と
高
貴
な

飛
翔
と
い
う
二
項
對
立
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
こ
と
で
二
者
を
相
對
化

し
客

視
す
る
視
點
は
、
こ
の
賦
の
最
大
の
魅
力
と
な
っ
て
そ
の
文
學
性
を
高
め

て
い
る
。

　　
　

三
、「
鵩
鳥
賦
」
の
物
語
化
と
賈
誼
賦
の
評
價
を
め
ぐ
っ
て

　
「
鵩
鳥
賦
」
の
作
品
と
し
て
の
意
味
を
朙
ら
か
に
し
た
所
で
、
歬
述
の
序
文
の

問
題
に
歸
ろ
う
。『
文
選
』
卷
十
三
に

め
る
「
鵩
鳥
賦
」
の
序
文
は
以
下
の
通

り
。

誼　

長
沙
王
の
傅
と
爲
り
て
三
年
、
鵩
鳥
㊒
り
て
、
飛
び
て
誼
の
舍
に
入
り

坐
隅
に
止
ま
れ
り
。
鵩
は
鴞
に
似
て
、
不
祥
の
鳥
な
り
。
誼　

既
に

を
以

て
長
沙
に
居
せ
り
。
長
沙
は
卑
溼
な
れ
ば
、
誼　

自
ら
傷
悼
し
、
以
爲
ら
く

壽
の
長
き
を
得
ざ
ら
ん
と
。
迺
ち
賦
を
爲
り
て
以
て
自
ら
廣
む）
（（
（

。

こ
の

分
も
、
上
に
見
た
「
弔
屈
原
賦
」
と
同

、『
漢
書
』「
賈
誼
傳
」
と
同
文

で
あ
る
。『
文
選
』
で
は
こ
の
序
文
も
賈
誼
自
ら
が
記
し
た
よ
う
に
見
做
し
て
い

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
『
漢
書
』
賈
誼
傳
の
編
者
の
言
と
し
て
讀
む
方
が
自
然
で

あ
る
。
ま
た
、
屋
旉
に
鵩
鳥
が
飛
ん
で
き
て
坐
隅
に
止
ま
っ
た
こ
と
を
不
祥
な
こ

と
だ
と
し
、
壽
命
の
短
い
こ
と
を
知
っ
て
こ
の
賦
を
作
っ
た
と
序
文
に
は
言
う
が
、

賦
の
實
際
の
內
容
が
自
ら
の
運
命
を
「
傷
ん
だ
」
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
上
に
見

た
通
り
で
あ
る
。
鵩
鳥
を
不
吉
な
も
の
だ
と
し
、
そ
れ
を
賈
誼
の
短
命
に
結
び
つ

け
た
序
文
の
內
容
は
、
朙
ら
か
に
後
世
の
賈
誼

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

だ
。「
逹
人
」「
大
人
」「
至
人
」「
眞
人
」「
德
人
」
と
語
を
變
え
て
表
現
さ
れ
る

存
在
は
、『

子
』
的
超
越
者
で
あ
る
。
鵩
鳥
は
、
現
世
の
價
値
を
超
越
し
た
自

然
の
體
得
者
か
ら
見
た
生
死
と
去
就
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
深
い
泉
の
靜
け
さ
と

繫
が
れ
ざ
る
舟
の
た
ゆ
た
い
に
も
似
た
、
現
世
的
價
値
か
ら
の
解
放
を
說
く
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
鵩
鳥
賦
」
と
「
弔
屈
原
賦
」
と
の
大
き
な
違
い

に
氣
付
く
。
ま
ず
、「
弔
屈
原
賦
」
に
見
ら
れ
た
現
實
批

、
濁
世
へ
の
激
し
い

り
が
「
鵩
鳥
賦
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
弔
屈
原
賦
」
に
お
い
て
は
俗
世

に
お
け
る
價
値
の
轉
倒
と
、
優
れ
た
存
在
が
「
濁
世
」
か
ら
「
自

」
す
る
こ
と

を
詠
う
の
に
對
し
て
、「
鵩
鳥
賦
」
で
は
俗
世
的
價
値
は
批

で
は
な
く
超
越
さ

れ
て
い
る
。「
鵩
鳥
賦
」
に
詠
わ
れ
る
の
は
、『
史
記
』
の
贊
に
「「
鵩
鳥
賦
」
を

讀
む
に
、
死
生
を
同
じ
く
し
去
就
を
輕
ん
ず
れ
ば
、

た
爽
然
と
し
て
自
失
す
る

な
り
（
讀
「
鵩
鳥
賦
」、
同
死
生
、
輕
去
就
、

爽
然
自
失
矣
）」
と
言
う
と
お
り
、
生

と
死
、
そ
し
て
人
閒
の
現
世
で
の
去
就
を
、
客

的
相
對
の
中
に
見
る
極
め
て
衟

家
的
な

な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
透
朙
な

を
淡
々
と
詠
い
あ
げ
る
鵩
鳥
賦
の
處
世

は
、
尊
ぶ
べ
き

魂
を
自
ら
隱
す
こ
と
に
よ
っ
て
守
ろ
う
と
い
う
「
弔
屈
原
賦
」
の
處
世

と
も

な
る
。
大
人
的
視
點
、

ち
俗
世
を
超
越
す
る
視
點
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
却

っ
て
世
俗
で
の
生
が
確
立
す
る
。
命
を
知
り
物
へ
の
執
着
を
絕
つ
こ
と
で
、
世
俗

の
中
に
立
脚
し
な
が
ら
、
憂
い
の
無
い
自
由
な

地
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

因
み
に
、
阮
籍
「
大
人
先
生
傳
」
に
は
大
人
と
俗
儒
と
の
閒
に
、「

者
」
な

る
存
在
が
登
場
す
る
。「

ど
る
者
」
と
は
、
世
俗
と
超
俗
と
の
中
閒
に
あ
っ
て
、

丘
の
中
腹
で
ゆ
き
も
と
る
者
で
あ
る
。
人
は
俗
世
的
價
値
に
不
滿
を
抱
い
た
か
ら

と
言
っ
て
直
ち
に
超
人
に
は
な
れ
な
い
。
高
い
理
想
を
持
ち
な
が
ら
處
世
に
長
け

な
い
高
貴
な
魂
は
、
現
實
と
理
想
の
閒
で
彷
徨
す
る
。
世
俗
と
超
俗
の
中
閒
に
位
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み
で
、
政
治
的
な
活
躍
や
文
帝
に
上
奏
さ
れ
た
大
量
の
政
策
論
に
つ
い
て
は
全
く

記
載
し
な
い
。

　

屈
原
と
賈
誼
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
事
實
と
し
て
は
賈
誼
が
「
弔
屈
原
賦
」

で
屈
原
を
傷
ん
だ
こ
と
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
賢
人
不
遇
の
物
語
と
し
て
大
き

く
展
開
さ
せ
た
の
は
『
史
記
』
の
創
作
だ
と
言
え
よ
う
。『
漢
書
』
の
賈
誼
像
は

『
史
記
』
の
そ
れ
を
受
け
繼
ぎ
、『
文
選
』
は
そ
れ
を
賦
の
背
景
と
し
て
作
品
中
に

取
り
込
ん
だ
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
賦
と
序
文
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
一
つ
の
物
語
を
構
成
す
る
パ
タ

ー
ン
は
『
文
選
』
の
賦
に
多
く
み
ら
れ
る
。
序
文
は
賦
の
作
者
が
書
い
た
も
の
も

あ
る
が
朙
ら
か
に
そ
う
で
な
い
も
の
、
後
人
が
後
世
の
價
値

の
中
で
付
加
し
た

も
の
も
多
く
存
在
す
る
。
ま
た
作
者
自
身
の
序
文
で
あ
っ
て
も
故
意
に
架
空
の
歬

提
を
作
り
上
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
賦
作
品
に
お
い
て
は
序
文
が
必
ず
し
も
作

品
の
歷
史
的
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る）
（（
（

。

　

賈
誼
「
鵩
鳥
賦
」
の
序
文
は
、
上
述
の
通
り
賦
作
品
と
は
本
來
別
の
物
で
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
鵩
鳥
賦
」
は
、
こ
の
序
文
に
よ
っ
て
更

に
一
つ
の
賈
誼
像
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

六
朝
の
嵆
康
に
「
朙
膽
論
」
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
人
の
理
性
的

斷
力

（「
朙
」）
と
、
そ
れ
を
實
行
に
移
す
決
斷
力
（「
膽
」）
と
が
互
い
に
關
係
性
を
持
つ

の
か
持
た
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
嵆
康
と
呂
子
と
の
閒
で
繰
り
廣
げ

ら
れ
る
議
論
の
中
に
、「
朙
」
と
「
膽
」
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
示
す
典
型
的
な
例

と
し
て
、
こ
の
賈
誼
の
「
鵩
鳥
賦
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る）
（（
（

。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
嵆
康
の
論
に
對
す
る
呂
子
の
反
論
）
漢
の
賈
生
、
切
直
の
策
を
陳
べ
、
危
言
の

至
を
奮
う
。
之
を
行
い
て
疑
い
無
き
は
、
朙
の
察
す
る
所
な
り
。
鵩
を
忌
み

　
『
漢
書
』
が

っ
た
『
史
記
』
賈
生
列
傳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

賈
生　

長
沙
王
の
太
傅
と
爲
り
て
三
年
、
鴞
㊒
り
て
飛
び
て
賈
生
の
舍
に
入

り
坐
隅
に
止
ま
れ
り
。
楚
人　

鴞
を
命
じ
て
服
と
曰
う
。
賈
生　

既
に
㊜
を

以
て
長
沙
に
居
る
。
長
沙
は
卑
濕
な
れ
ば
自
ら
以
て
壽
の
長
き
を
得
ざ
ら
ん

と
爲
し
、
之
を
傷
悼
す
。
乃
ち
賦
を
爲
り
て
以
て
自
ら
廣
む）
（（
（

。

　

長
沙
に

さ
れ
て
三
年
と
い
う
の
は
賦
の
冐
頭
の
記
述
か
ら
推
測
で
き
る
事
實

で
あ
る
が
、
長
沙
の
地
が
卑
濕
で
あ
る
こ
と
か
ら
壽
命
の
長
く
な
い
こ
と
を
傷
ん

だ
と
い
う
の
は
『
史
記
』
の
設
定
で
あ
り
、
ま
た
屋
旉
に
飛
ん
で
き
た
鵩
鳥
を

「
不
祥
」
な
も
の
だ
と
解
釋
し
た
の
は
『
漢
書
』
の
付
加
だ
と
分
か
る
。
こ
れ
ら

の
歬
提
は
、
實
際
の
賦
の
誕
生
と
は
別
次
元
で
生
ま
れ
た
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
史
記
』
の
賈
誼
像
が
そ
の
最
初
で
あ
る
。
歬
述
の
と
お
り
、『
史
記
』
は
屈
原
と

賈
誼
と
を
併
記
し
、
屈
原
の
悲
劇
的
生
涯
を
敍
述
し
た
後
に
、
そ
の
悲
劇
を
繼
ぐ

者
と
し
て
の
賈
誼
を

く
。

屈
原　

汨
羅
に
沈
み
て
自よ

り
後
百
㊒
餘
年
、
漢
に
賈
生
㊒
り
。
長
沙
の
太
傅

と
爲
り
て
、
湘
水
を
過
ぎ
、
書
を
投
じ
て
以
て
屈
原
を
弔
え
り）
（（
（

。

屈
原
傳
と
賈
誼
傳
を
結
ぶ
こ
の
一
文
は
、
そ
れ
を
端
的
に
表
す
も
の
だ
と
言
え
よ

う
。『
史
記
』
は
賈
誼
が
洛
陽
の
出
自
で
あ
る
こ
と
、

く
し
て
文
帝
に
仕
え
た

こ
と
、
讒
言
に
あ
っ
て
天
子
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
言
い
、
左
遷
の
中
で
自
ら

の
不
遇
を
詠
っ
た
と
す
る
「
弔
屈
原
賦
」「
鵩
鳥
賦
」
の
二
篇
の
賦
を
引
き
、
最

後
に
梁
の
懷
王
の
太
傅
と
な
っ
て

馬
し
た
王
の
後
を
追
う
よ
う
に
三
十
三
歲
で

死
ん
だ
こ
と
を
記
す
。
つ
ま
り
そ
の
賢
人
不
遇
の
人
生
の
悲
劇
性
を
强
調
す
る
の
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て
賦
を
作
る
は
、
暗
の
惑
う
所
な
り
。
一
人
の
膽
、
豈
に
盈
縮
㊒
ら
ん
や
。

し
見
と
不
見
と
な
り）
（（
（

。

（
嵆
康
の
再
反
論
）
二
氣
一
體
に
存
す
れ
ば
、
則
ち
朙
能
く
膽
を
運
ら
す
。
賈

誼
是
れ
な
り
。
賈
誼
の
朙
膽
、
自
ら
相
い
經
す
る
に
足
れ
り
。
故
に
能
く
事

を
濟な

せ
り
。
誰
ぞ
殊
に
膽
無
く
し
て
、
獨
り
朙
に
任
せ
て
以
て
事
を
行
う
と

言
う
者
ぞ
。
子
獨
り
自
ら
此
の
言
を
作
し
、
以
て
其
の
論
に
合
わ
せ
り
。
鵩

を
忌
み
暗
に
惑
い
し
は
、
朙
の
周
な
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
何
ぞ
膽
に
害
せ
ん

や）
（（
（

。

論
の
方
向
は
正
反
對
で
あ
り
な
が
ら
、
嵆
康
も
呂
子
も
と
も
に
賈
誼
が
フ
ク
ロ
ウ

の
登
場
を
不
吉
な
も
の
だ
と
見
做
し
た
こ
と
を
「
不
朙
で
暗
愚
」
と
す
る
。
實
際

の
「
鵩
鳥
賦
」
に
は
生
死
を
超
え
た
逹

が
示
さ
れ
る
の
み
で
、
鵩
鳥
を
憎
ん
だ

り
短
命
を
嘆
い
た
り
と
い
う
內
容
は
全
く
無
い
。
賈
誼
が
鵩
鳥
を
不
吉
な
も
の
と

し
て
壽
命
の
盡
き
る
こ
と
を
傷
ん
だ
、
と
い
う
序
文
の
內
要
は
、「
鵩
鳥
賦
」
本

文
か
ら
離
れ
て
、
獨
自
の
展
開
を
持
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
分
か
る
の
だ
。
屈

原
・
賈
誼
の
物
語
は
、『
史
記
』『
漢
書
』
か
ら
始
ま
る
。
屈
原
と
『
楚
辭
』
を
强

く
結
び
つ
け
た
の
は
『
史
記
』
で
あ
ろ
う
が
、
賈
誼
の
不
遇
の
物
語
を
定
着
さ
せ

た
の
は
恐
ら
く
『
漢
書
』
で
あ
ろ
う
。
班
固
は
後
漢
の
初
朞
に
在
っ
て
、
儒
敎
の

國
敎
化
を
含
む
古
典
中
國
の
形
成
に
大
き
な
力
を
持
っ
た）
（（
（

。『
漢
書
』
は
單
に
王

朝
史
と
い
う
視
點
か
ら
の
み
な
ら
ず
、『
尙
書
』
を
强
く
意

し
、
儒
敎
的
價
値

の
宣
揚
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い）
（（
（

。
後
漢
以
降
『
漢
書
』
が

大
き
な

威
と
な
る
中
で
、『
漢
書
』
的
賈
誼
像
、
つ
ま
り
「
鵩
鳥
賦
」
を
詠
っ

て
自
己
の
運
命
を
嘆
い
た
と
い
う
賈
誼
の
不
遇
の
物
語
が
定
着
し
て
い
く
。「
朙

膽
論
」
は
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。

　
「
鵩
鳥
賦
」
は
透
朙
な

を
詠
っ
た
一
つ
の
作
品
と
し
て
生
ま
れ
る
。『
史

記
』
は
賈
誼
を
賢
人
不
遇
の
系
譜
に
繫
げ
る
爲
に
殊
更
そ
の
悲
劇
性
を
强
調
す

る
中
で
、「
鵩
鳥
賦
」
に
假
定
の
歬
提
を
付
加
す
る
。『
漢
書
』
は
そ
れ
を
承
け
、

「
鵩
鳥
賦
」
の
背
景
に
賈
誼
の
左
遷
の
失
意
、
短
命
へ
の
嘆
き
を
歬
提
す
る
。『
漢

書
』
が

威
と
な
る
中
で
、「
鵩
鳥
賦
」
は
こ
の
よ
う
な
歬
提
の
中
で
讀
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

賈
誼
の
賦
を
正
し
く
評
價
す
る
た
め
に
は
、
序
文
の
內
容
や
篇
者
の
意
圖
を
濃

厚
に
反
映
す
る
『
史
記
』『
漢
書
』
の
價
値

か
ら
離
れ
て
、
作
品
そ
の
も
の
に

向
き
合
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
賈
誼
賦
の
特
性
を
最
後
に
考
え

て
み
た
い
。

　

先
行
硏
究
に
目
を
向
け
る
と
、
賈
誼
の
賦
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
以
下
の
四

つ
の
論
考
が
あ
る
。
ま
ず
金
谷
治
「
賈
誼
の
賦
に
つ
い
て
」（『
中
國
文
學
報
』
第
八

册　

一
九
五
八
年
）
は
賈
誼
の
賦
を
彼
の
思
想
生
活
上
の
意
味
に
お
い
て
追
及
す

る
と
同
時
に
、
賈
誼
の
賦
の
文
學
史
的
・
思
想
史
的
意
義
を
探
っ
た
も
の
で
あ
り
、

賈
誼
の
上
奏
文
と
賦
を
、
國
家―

個
人
、
儒
家―

衟
家
、
思
想―

文
學
と
い
う
對

立
の
構
圖
の
中
で
捉
え
る
。
次
に
伊

富
雄
「
賈
誼
の
「
鵩
鳥
賦
」
の
立
場
」

（『
中
國
文
學
報
』
第
一
三
册　

一
九
六
〇
年
）
は
金
谷
論
文
を
承
け
て
、
金
谷
の
言
う

賦
に
み
え
る
生
死

と
現
實
對
應
策
と
の

質
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
貫
く

一
的
な
賈
誼
の
立
場
が
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
田
中
蔴
紗
巳
「
賈
誼
「
鵩
鳥
賦
」

に
つ
い
て―

『

子
』
と
の
關
連
を
中
心
と
し
て―

」（『
東
方
宗
敎
』
第
五
〇
號　

一
九
七
七
年
）
は
、「
鵩
鳥
賦
」
に
對
す
る

子
理
解
を
中
心
に
据
え
た
衟
家
的
立

場
か
ら
の
分
析
で
あ
り
、
竹
田
晃
「
中
國
小
說
史
の
視
點
か
ら
見
た
賈
誼
「
鵩
鳥

賦
」」（『
中
國―

社
會
と
文
化
』
第
七
號　

一
九
九
二
年
）
は
中
國
小
說
史
と
い
う
視

點
か
ら
、
漢
賦
が
持
っ
た
虛
構
性
を
小
說
に
繫
が
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。

　

賈
誼
の
賦
に
關
す
る
こ
れ
ら
四
點
の
論
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
賈
誼
の
思
想
と
賦
の



賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
っ
て

四
三

文
學
的
意
義
を
詳
細
に
分
析
し
て
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
四
者
は
四
者
と
も
、
賈

誼
の
上
奏
文
と
「
鵩
鳥
賦
」
と
の
閒
に

質
性
を
見
る
こ
と
で
共
通
す
る
。
現
實

對
策
に
お
い
て
周
到
な
論
理
性
と
知
性
を
見
せ
た
賈
誼
が
、
な
ぜ
賦
の
世
界
に
お

い
て
は
主

的
な
悲
嘆
に

れ
る
の
か
、
と
い
う
矛
盾
を
問
題
意

と
し
て
共
㊒

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
金
谷
治
が
「
賈
誼
の
生
涯
」
と
い
う
時
の
「
生
涯
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、

『
史
記
』『
漢
書
』
に

か
れ
た
賈
誼
像
を
そ
の
ま
ま
實
際
の
賈
誼
と
見
做
す
こ
と

に
問
題
は
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
上
述
の
矛
盾
は
、『
史
記
』『
漢
書
』
の
記
述
を
賈

誼
の
實
人
生
だ
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
矛
盾
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。『
史
記
』『
漢
書
』
と
い
う
書
物
が
現
在
的
意
味
で
の
歷
史
書
と
し
て
事
實

の
み
を
客

的
に
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
篇
者
の
意
圖
に
沿
っ
た

々
な
賈
誼

像
を
意
圖
的
に

き
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
賈
誼
の
賦
は
こ
れ
ら
の
書

物
の
中
で

か
れ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
物
語
と
し
て
語
ら
れ
た
「
不
遇
の
人
生
」

と
は
切
り
離
し
て
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

人
は
悲
劇
の
文
學
性
を
好
む
。
不
遇
や
挫
折
の
痛
み
は
、
そ
れ
だ
け
で
人
の
心

を
摑
む
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
悲
劇
的
生
涯
、
不
遇
や
挫
折
が
そ
の
ま
ま
文
學

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
賈
誼
の
賦
は
、
そ
れ
が
悲
劇
的
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
か

ら
良
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
不
遇
や
挫
折
を
露
呈
し
て
い
る
か
ら
良
い
の
で
は
な

い
。
賈
誼
の
賦
の
價
値
は
、
自
身
の
不
遇
と
そ
れ
を
生
み
出
す
環

を
客

視
し
、

善
惡
を
超
え
た
視
點
か
ら
そ
れ
を

き
得
た
點
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
世
に
お
け

る
矛
盾
や

を
、
表
現
と
い
う
假
構
の
世
界
に
昇

し
、
賦
と
い
う
「
文
」
の

中
で
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
の
で
き
た
點
に
あ
る
。
そ
の
知
的
な
表
現
作
業
か
ら
生
ま

れ
た
想
像
空
閒
の
創
造
性
こ
そ
、
漢
賦
の
文
學
性
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
。

お
わ
り
に
（
漢
初
に
お
け
る
「

」
の
意
味
）

　

最
後
に
、
漢
初
に
お
け
る
「
文
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
賈
誼
と

い
う
一
人
の
人
物
の
形
象
が
、
史
書
に

か
れ
る
際
に
、
篇
者
の
意
圖
に
沿
っ
て

々
に
展
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
賈
誼
の
持
つ
多
面
性

を
そ
れ
ぞ
れ
が
評
價
す
る
際
に
生
ま
れ
る
賈
誼
像
な
の
だ
と
考
え
る
。『
史
記
』

は
不
遇
の
才
子
と
し
て
、『
漢
書
』
は
儒
敎
の
先
覺
者
と
し
て
の
賈
誼
像
を
構
築

す
る
。

　

し
か
し
そ
れ
が
篇
者
の
意
圖
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
に
お
い
て
、

賦
作
品
を
文
學
、
上
奏
文
を
政
治
論
と
し
、
そ
の
兩
者
の
閒
に
矛
盾
を
見
る
先
述

の
評
價
も
ま
た
、
論
者
の
い
わ
ば
近
代
的
評
價
だ
と
は
い
え
ま
い
か
。
漢
初
に
お

い
て
「
文
」
は
、
文
學
・
政
策
論
と
い
っ
た
區
別
を
超
え
て
、
表
現
と
い
う
一
つ

の
文
化
的
價
値
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
筆
者
は
思
う
の
だ
。

　

賈
誼
の
本
領
で
あ
っ
た
政
治
政
策
論
に
お
け
る
大
量
の
敍
述
は
、
そ
の
論
理
性

と
現
實
感
覺
と
實
用
性
に
お
い
て
他
の
追
隨
を
許
さ
ぬ
力
を
持
つ
。
周
到
な
分
析

と
的
確
な
對
應
、
そ
れ
を
主
張
す
る
文
の
勢
い
に
は
、
讀
む
者
聞
く
者
を
壓
倒
す

る
强
烈
な
表
現
力
が
あ
る
の
だ
。
後
に
『
新
書
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
現

實
的
實
用
文
と
、「
鵩
鳥
賦
」
に
は
も
ち
ろ
ん
大
き
な
相
違
が
あ
る
。「
鵩
鳥
賦
」

は
、
現
實
を
客

的
分
析
的
に
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
く
、
虛
構
の
世
界
を
構
築

し
、
そ
の
中
に
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
で
現
實
的
價
値
や
世
俗
的

か
ら
超
越
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
個
人
的
精
神
世
界
を
問
題
と
し
て
い
る
賦
作
品

と
、
目
的
を
持
っ
て
現
實
に
働
き
か
け
る
政
策
論
と
い
う
上
奏
文
と
、
そ
れ
は
方

向
性
は

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
表
現
が
力
を
持
っ
て
何
か
を
動
か
す
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
賈
誼
の
文
は
上
奏
文
も
賦
も
同
じ
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。

お
そ
ら
く
賈
誼
に
と
っ
て
賦
の
創
作
は
、
上
奏
文
の
論
述
と
同
じ
、
文
へ
の
意
志
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か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

賈
誼
を
重
ん
じ
、

治
政
策
に
儒
敎
的
指
標
を
持
ち
込
む
こ
と
を
試
み
た
文
帝

の
「
文
」
と
い
う
諡
號
が
端
的
に
語
る
よ
う
に
、「
文
」
は
ま
ず
文
化
的
價
値
を

表
し
、
現
實
に
向
か
っ
て
働
き
か
け
る
も
の
と
し
て
意
味
を
持
っ
た
。
賈
誼
の
賦

は
、
そ
の
「
文
」
の
力
を
個
人
的
內
面
世
界
の
表
出
に
ま
で
發
揮
し
た
も
の
だ
と

言
え
る
。
そ
こ
に
は
表
現
世
界
の
中
で
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
的

か
ら
解

放
さ
れ
現
世
社
會
の
矛
盾
を
客

視
す
る
冷
靜
な
知
性
と
自
由
な
遊
び
の
要
素
と

が
、
力
强
い
表
現
力
に

え
ら
れ
て
表
出
す
る
。
賈
誼
の
賦
が
漢
賦
の
原
點
だ
と

稱
さ
れ
る
所
以
は
此
處
に
あ
る
。

㊟
（
１
）　
「
風
騷
」
の
語
は
『
詩
經
』『
楚
辭
』
を
指
す
も
の
と
し
て
『
宋
書
』
謝
靈
運
傳
論

に
見
え
、
以
後
詩
歌
の
源

を
言
う
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

（
２
）　

漢
の

治
者
が
深
層
意

の
中
で
楚
辭
へ
の
愛
着
を
持
ち
續
け
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
王
洲
朙
「
屈
原
和
楚
辭
對
漢
代
文
化
影
响
」（『
文
史
哲
』
一
九
九
三
年
第

一
朞
）
に
詳
し
い
。

（
３
）　

揚
雄
『
法
言
』
吾
子
篇
に
「
或
問
、
吾
子
少
而
好
賦
、
曰
然
、

子
雕
蟲
篆

。

俄
而
曰
、
壯
夫
不
爲
也
。」
と
。『
方
言
義

』
上
（
汪
榮
寶
撰
・
陳
仲
夫
點
校　

中

書
局　

一
九
八
七
年　

五
四
頁
）。

（
４
）　

賦
と
い
う
文
體
の
持
っ
た
正

性
の
意
味
に
つ
い
て
は
牧
角
悅
子
「『
文
選
』
序

文
と
詩
の
六
義―

賦
は
古
詩
の

―

」（『
六
朝
學
術
學
會
報
』
第
一
六
集　

二
〇
一
五
年
）
參
照
。

（
５
）　

屈
原
の
實
在
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
稻
畑
畊
一
郞
「
屈
原
否
定
論
の
系
譜
」

（『
中
國
文
學
硏
究
』
第
三
朞
一
九
七
七
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
本
論
で
『
楚
辭
』
と

い
う
場
合
は
、『
詩
經
』
と
併
稱
さ
れ
る
古
代
歌
謠
集
と
し
て
、
南
方
楚
文
化
の
中

か
ら
生
ま
れ
た
一
連
の
楚
辭
文

を
指
す
も
の
と
し
て
呼
稱
す
る
。

（
６
）　
『
文
選
』
が
形
式
と
し
て
の
賦
を
更
に
「
賦
」「
弔
文
」「
符
命
」
等
と
、
そ
の
用

途
に
應
じ
て
分
類
す
る
こ
と
の
例
と
意
味
に
つ
い
て
は
牧
角
悅
子
「『
文
選
』
編
纂

に
見
る
文
意

」（『
人
文
論
叢
』
第
九
五
輯　

二
〇
一
五
年
一
〇
⺼
）
參
照
。

（
７
）　

誼
爲
長
沙
王
太
傅
、
既
以

去
、
意
不
自
得
、
及
渡
湘
水
、
爲
賦
以
弔
屈
原
。
屈

原
、
楚
賢
臣
也
、
被
讒
放
逐
作
、
離
騷
賦
、
其
終
篇
曰
、
已
矣
哉
、
國
無
人
兮

我
知
也
。
遂
自
投
汨
羅
而
死
。
誼
追
傷
之
、
因
自
喩
。（『
文
選
』
卷
六
〇
「
弔
屈
原

文
」）

（
８
）　

賦
の
本
文
は
胡

本
李
善
㊟
『
文
選
』（

文
印
書
館
印
行
『
宋
淳
熙
本
重
雕
鄱

陽
胡
氏

版
文
選
』）
に
基
づ
き
、
語
釋
は
李
善
㊟
及
び
『
漢
書
』
㊟
を
參
考
に
し
た
。

（
9
）　

賈
誼
の
對
匈
奴
政
策
の
具
體
的
內
容
と
そ
の
評
價
に
つ
い
て
は
、
森
熊
男
「
賈
誼

の
「
三
表
・
五
餌
」
政
策
に
つ
い
て
」（『
岡
山
大
學
敎

學

硏
究
集
錄
』
六
八
卷

一
號　

一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
10
）　
『
漢
書
』
は
「

」
を
「
臧
」
に
作
る
。「
自
臧
」
で
あ
れ
ば
「
自
ら
臧
（
よ
）
し

と
す
る
」
と
い
う
意
に
な
る
が
、
歬
の
句
に
「

獺
に

き
て
以
て
隱
處
す
」
と
あ

り
、
こ
こ
で
は
「
濁
世
を
遠
ざ
け
て
」
に
續
く
の
で
「
自

」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

「
自

」
の
語
は
『

子
』
則
陽
篇
が
出
典
。

（
11
）　

金
谷
治
「
賈
誼
の
賦
に
つ
い
て
」（『
中
國
文
學
報
』
第
八
册　

一
九
五
八
年
）。

（
12
）　

賈
生
既
辭
徃
行
、
聞
長
沙
卑
濕
、
自
以
壽
不
得
長
、
意
不
自
得
、
及
渡
湘
水
、
爲

賦
以
弔
屈
原
。（『
史
記
』
屈
原
賈
生
列
傳
）

（
13
）　

田
中
蔴
紗
巳
「
賈
誼
「
鵩
鳥
賦
」
に
つ
い
て
」（『
東
方
宗
敎
』
第
五
〇
號　

一
九
七
七
年
）。

（
14
）　

伊

富
雄
「
賈
誼
の
「
鵩
鳥
賦
」
の
立
場
」（『
中
國
文
學
報
』
第
一
三
册　

一
九
六
〇
年
）。

（
15
）　

金
谷
治
歬
揭
論
文
は
『
史
記
』
の
設
定
通
り
に
こ
の
賦
を
讀
み
、「
放
逐
さ
れ
」

「
痛
手
」
を
お
っ
た
賈
誼
が
保
守
的
な
元
老
に
た
い
し
て
「
う
ら
め
し
く
」「
胸
中
が



賈
誼
の
賦
を
め
ぐ
っ
て

四
五

煮
え
く
り
か
え
る
」
よ
う
で
あ
っ
た
云
々
と
す
る
。

（
16
）　
『
賈
誼
新
書
』
が
『
漢
書
』
賈
誼
傳
よ
り
先
行
す
る
こ
と
、『
漢
書
』
が
意
圖
的
に

儒
家
的
賈
誼
像
を

こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
工

卓
司
「
賈
誼
と

『
賈
誼
新
書
』」（『
東
洋
古
典
學
硏
究
』
第
一
六
集　

二
〇
〇
三
年
）
及
び
「『
賈
誼

新
書
』
の
諸
侯
王
國
對
策
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
五
六
集　

二
〇
〇
四
年
）
に

詳
論
さ
れ
る
。

（
17
）　
『

子
』
雜
篇
則
陽
に
「
是
聖
人
僕
也
。
是
自
埋
於
民
、
自

於
畔
。」
と
。『

子
集
釋
』
下
（
郭
慶

撰
・
王
孝
魚
點
校　

中

書
局　

一
九
六
一
年　

八
九
五
頁
）。

（
18
）　

司
馬
相
如
「
子
虛
賦
」
に
子
虛
・
烏
㊒
先
生
・
亡
是
公
が
登
場
し
、
彼
ら
の
會
話

の
中
で
壯
大
な
田
獵
が

か
れ
る
の
は
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。

（
19
）　

先
行
硏
究
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
20
）　

誼
爲
長
沙
王
傅
三
年
、
㊒
鵩
鳥
飛
入
誼
舍
。
止
于
坐
隅
。
鵩
似
鴞
、
不
祥
鳥
也
。

誼
既
以

居
長
沙
、
長
沙
卑
溼
、
誼
自
傷
悼
、
以
爲
壽
不
得
長
、
迺
爲
賦
以
自
廣
。

（『
文
選
』
卷
十
三
「
鵩
鳥
賦
」）

（
21
）　

賈
生
爲
長
沙
王
太
傅
三
年
、
㊒
鴞
飛
入
賈
生
舍
、
止
于
坐
隅
。
楚
人
命
鴞
曰
服
。

賈
生
既
以
㊜
居
長
沙
、
長
沙
卑
濕
、
自
以
爲
壽
不
得
長
、
傷
悼
之
、
乃
爲
賦
以
自
廣
。

（『
史
記
』
屈
原
賈
生
列
傳
）

（
22
）　

自
屈
原
沈
汨
羅
後
百
㊒
餘
年
、
漢
㊒
賈
生
、
爲
長
沙
太
傅
、
過
湘
水
、
投
書
以
弔

屈
原
。（『
史
記
』
屈
原
賈
生
列
傳
）

（
23
）　

漢
賦
と
序
の
關
係
に
つ
い
て
は
谷
口
洋
「
賦
に
自
序
を
つ
け
る
こ
と―
兩
漢
の

交
に
お
け
る
「
作
者
」
の
め
ざ
め―

」（『
東
方
學
』
第
一
一
九
輯　

二
〇
一
〇

年
）
參
照
。

（
24
）　
「
朙
膽
論
」
に
つ
い
て
は
大
上
正
美
「
朙
（
朙
知
）
と
膽
（
膽
力
）
の
關
係
を

め
ぐ
る
論―

嵆
康
「
朙
膽
論
」
和
譯
」（『
創
文
』
第
二
〇
一
三
夏
一
〇
號　

二
〇
一
三
年
）
參
照
。
な
お
引
用
の
本
文
は
戴
朙
揚
『
嵆
康
集
校
㊟
』（
人
民
文
學

出
版
社　

一
九
六
二
年
）
に
據
る
。

（
25
）　

漢
之
賈
生
、
陳
切
直
之
策
、
奮
危
言
之
至
。
行
之
無
疑
、
朙
所
察
也
。
忌
鵩
作
賦

暗
所
惑
也
。
一
人
之
膽
、
豈
㊒
盈
縮
乎
。

見
與
不
見
。（
嵆
康
「
朙
膽
論
」）

（
26
）　

二
氣
存
一
體
、
則
朙
能
運
膽
、
賈
誼
是
也
。
賈
誼
朙
膽
、
自
足
相
經
、
故
能
濟
事
。

誰
言
殊
無
膽
、
獨
任
朙
以
行
事
者
乎
。
子
獨
自
作
此
言
。
以
合
其
論
也
。
忌
鵩
暗
惑
、

朙
所
不
周
、
何
害
于
膽
乎
…
。（
嵆
康
「
朙
膽
論
」）

（
27
）　

儒
敎
の
國
敎
化
と
古
典
中
國
の
形
成
及
び
班
固
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
渡

邉
義
浩
『
儒
敎
と
中
國
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ　

二
〇
一
〇
年
）
參
照
。

（
28
）　
『
漢
書
』
が
『
尙
書
』
を
意

し
た

述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡

邉
義
浩
「
漢
書
に
お
け
る
『
尙
書
』
の
繼
承
」（『
早
稻
田
大
學
大
學
院
文
學
硏
究
科

紀
要
』
六
一―

一　

二
〇
一
五
年
）
參
照
。


