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On the Image of the Bird in Du Fu’s Poetry: 
How Du Conveyed his Feelings by the Words of “Parrot” and “Wren”

Mayumi�TANIGUCHI

は
じ
め
に

　

盛
唐
を
代
表
す
る
詩
人
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
○
）
は
、
六
朝
時
代
の
文

学
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
詩
語
や
表
現
技
巧
を
継
承
し
、
さ
ら
に
新
た
な
詩

境
を
切
り
開
い
た
詩
人
で
あ
る
。
中
で
も
、
詩
語
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は

並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
杜
甫
詩
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
に
関
す
る
表
現

が
み
ら
れ
、
そ
の
鳥
の
表
現
に
は
嘱
目
の
景
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

も
あ
る
⑴
が
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
か
な
り
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
す
で

に
高
木
正
一
氏
の
「
杜
甫
の
馬
・
鷹
の
詩
に
つ
い
て
」⑵
に
お
い
て
、
鷹
に

「
自
負
」
や
「
壮
心
」
を
託
し
、「
高
い
理
想
と
激
し
い
気
性
気
魄
が
（
中

略
）
鷙
鳥
の
最
た
る
鷹
鶻
の
神
駿
な
姿
や
心
意
気
に
強
く
引
き
つ
け
ら
れ

た
」「
時
に
は
雄
飛
の
壮
心
を
、
あ
る
時
に
は
悪
を
に
く
む
剛
腸
を
」
こ
れ

に
託
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鷹
に
は
そ
の
よ
う
に
猛
し
い
志
を
投
影
し

て
い
る
の
に
対
し
、
で
は
ほ
か
の
鸚お
う

鵡む

や
鷦み

そ
さ
ざ
い鷯な
ど
は
ど
う
な
の
か
、
と
い

う
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
。
今
回
、
鳥
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
上
げ
る

の
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
、「
鸚

鵡
」、「
鷦
鷯
」
な
ど
鳥
に
関
す
る
語
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
詠
じ
ら
れ

た
の
か
、
そ
こ
に
杜
甫
の
ど
の
よ
う
な
心
情
や
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
か

を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

杜
甫
が
詩
に
詠
み
込
ん
だ
鳥
に
関
す
る
語
彙
は
、
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
鳥
、
鷹
、
隼
、
鴛
鴦
、
鷺
、
鷗
、
鴨
、
黄
雀
、
黄
鵠
、
鳶
、
烏
、

鸚
鵡
、
鷦
鷯
、
鳳
凰
、
鶻
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

広
瀬
恭
子
「
杜
甫
の
詩
に
現
れ
る
鳥
に
つ
い
て
」⑶
に
よ
れ
ば
、
鳥
が
現

れ
る
詩
の
数
は
、
七
百
首
を
越
え
、
鳥
の
種
類
は
約
四
十
七
種
と
い
う
。
同

論
文
で
は
、
杜
甫
が
鳥
を
詠
じ
た
用
例
を
、
年
代
ご
と
、
季
節
ご
と
、
表
現

方
法
別
、
描
写
対
象
別
に
取
り
上
げ
て
考
察
し
、「
観
念
的
な
叙
述
で
は
な

く
、
日
常
の
平
凡
な
出
来
事
、
放
浪
生
活
で
の
苦
難
な
さ
ま
を
、
鳥
に
強
い

感
情
を
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
う
た
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

斉
藤
夕
紀
「
杜
甫
の
鳥
を
詠
じ
た
詩
の
研
究
―
夔
州
時
代
を
中
心
と
し
て

―
」（
二
○
○
九
年
度
卒
業
論
文
要
旨
集
）⑷
で
も
、
杜
甫
の
詩
に
鳥
が
多
く

現
れ
る
と
の
指
摘
は
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
論
文
で
は
、「
大
暦
元
年

（
七
六
六
）
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
夔
州
時
代
に
鳥
が
現
れ
る
回
数
が
多
い
」

と
指
摘
し
、
こ
の
時
期
の
詩
に
見
え
る
鳥
の
種
類
は
「
鶏
・
鷗
・
鷹
・
雁
・

鸚
鵡
」
の
五
種
類
で
あ
り
、
伝
統
的
な
用
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
独
自
な
用

法
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
鳥
は
自
由
に
空
を
飛
べ
る
が
ゆ
え
に
、
帰
郷
を
望
ん

で
い
た
「
杜
甫
に
と
っ
て
鳥
は
羨
望
の
対
象
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

両
論
文
に
お
い
て
、
す
で
に
杜
甫
に
鳥
を
詠
じ
る
詩
が
多
い
と
の
指
摘
は

共
通
し
、
ま
た
、
詠
じ
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
の
指
摘
に
は
、
若
干
の
違
い

が
あ
る
も
の
の
、
凡
そ
五
十
一
歳
か
ら
五
十
五
歳
（
成
都
時
代
）、
五
十
六

歳
か
ら
五
十
九
歳
（
夔
州
時
代
か
ら
最
晩
年
）
に
多
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

後
者
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
独
自
な
表
現
が

見
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
杜
甫
が
生
き
た
唐
代
に
お
い
て
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
鳥
を
認
識

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、
次
に
、
唐
代
に

制
作
さ
れ
た
百
科
全
書
と
い
う
べ
き
類
書
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

唐
・
高
祖
（
李
淵
）
の
勅
命
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
類
書
（
成
立
六
二
四

年
）
で
あ
る
欧
陽
詢
ら
の
撰
『
芸
文
類
聚
』⑸
の
巻
九
十
鳥
部
上
・
巻
九
十

一
鳥
部
中
・
巻
九
十
二
鳥
部
下
に
挙
げ
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

巻
九
十　
　

鳥
部
上　

�

鳥
、
鳳
、
鸞
、
鴻
、
鶴
（
白
鶴
・
黄
鵠
・
玄
鵠
附
）、

雉
、
鶡

巻
九
十
一　

鳥
部
中　

�

孔
雀
、
鸚
鵡
、
青
鳥
、
鴈
、
鵝
、
鴨
、
雞
、
山
雞
、

鷹
、
鷂

巻
九
十
二　

鳥
部
下　

�

烏
、
鵲
、
雀
、
鷰
、
鳩
、
鴟
、
反
舌
、
倉
庚
、
鷦
鷯
、

杜
甫
の
詩
に
お
け
る
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て

　
―
「
鸚
鵡
」
と
「
鷦
鷯
」
に
託
し
た
杜
甫
の
思
い
―

�

谷
口　

眞
由
実
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杜甫の詩における「鳥」のイメージについて

啄
木
、
鴛
鴦
、
鵁
鶄
、
鸂
鶒
、
白
鷺
、
鸊
鵜
、
鷗
、

鵬
、
精
衛
、
翡
翠
、
服
鳥

　

同
じ
く
、
玄
宗
の
勅
命
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
類
書
（
成
立
七
二
七
年
）

で
あ
る
唐
・
徐
堅
輯
『
初
学
記
』⑹
の
記
載
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
十　

鳥
部　

鳳
、
鶴
、
鷹
、
烏
、
鵲
、
雁
、
鸚
鵡

『
芸
文
類
聚
』
が
三
十
七
種
（
白
鶴
・
黄
鵠
・
玄
鵠
を
含
め
る
と
四
十
種
）

の
鳥
を
挙
げ
る
の
に
対
し
て
、『
初
学
記
』
に
挙
げ
る
鳥
の
種
類
は
七
種
と

ご
く
少
な
い
。
詩
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
鳥
に
絞
っ
て
収
集
し
た
と
推
察

さ
れ
る
。
な
お
、『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
九
祥
瑞
部
下
に
は
、「
鳳
皇
、
鸞
、

比
翼
、
烏
、
雀
、
鷰
、
鳩
、
雉
」
が
、
鳥
部
と
別
に
項
目
を
立
て
ら
れ
て
所

収
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

　

唐
代
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
科
挙
の
進
士
科
の
試
験
で
は
、
詩
が
課
さ
れ

た
。『
芸
文
類
聚
』
や
『
初
学
記
』
な
ど
の
類
書
は
、
各
部
ご
と
に
唐
ま
で

の
詩
文
を
記
録
し
て
お
り
、
科
挙
受
験
を
目
指
す
者
や
詩
を
学
ぶ
者
に
と
っ

て
は
、
信
頼
の
お
け
る
参
考
書
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
類
書
記
載
の
鳥
の
種
類
と
比
較
す
る
と
、
杜
甫
の
鳥
の
語
彙
の
豊

富
さ
が
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
「
鷗
」
に
つ
い
て
だ
け

で
も
、
杜
甫
は
「
白
鷗
」「
鷗
鳥
」「
狎
鷗
」「
春
鷗
」「
寒
鷗
」「
浦
鷗
」「
沙

鷗
「
軽
鷗
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
飾
語
を
付
し
て
、
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

帯
び
た
詩
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
杜
甫
が
膨
大
な
語
彙
、
と

り
わ
け
詩
語
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
杜
甫
の
鳥
に
関
す
る
語
彙
は
膨
大
な
数
に
上
る
。
吉
田
誠
夫

「
杜
甫
に
つ
い
て
―
望
嶽
・
胡
馬
・
画
鷹
の
詩
―
」⑺
で
は
、「
画
鷹
」
詩
に

つ
い
て
、
清
・
浦
起
龍
の
説
を
受
け
、「「
鷹
」
と
い
う
物
に
自
己
の
姿
を
投

影
さ
せ
て
詠
じ
た
も
の
」
と
解
し
、「
凡
鳥
を
撃
つ
べ
く
や
が
て
は
飛
翔
す

る
で
あ
ろ
う
鷹
（
す
な
わ
ち
杜
甫
自
身
）
を
語
っ
た
も
の
」
と
捉
え
て
い
る
。

若
い
杜
甫
が
「
未
来
が
光
輝
あ
る
時
間
で
あ
っ
た
」
と
言
い
う
る
可
能
性
を

詠
じ
た
、
と
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。

　
「
画
鷹
」
が
詠
じ
ら
れ
た
の
は
、
開
元
二
十
九
年
杜
甫
三
十
歳
の
時
と
さ

れ
て
お
り
、
杜
甫
は
ま
さ
に
青
雲
の
志
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
高
木
正
一
「
杜
甫
の
馬
・
鷹
の
詩
に
つ
い
て
」
や
右
の
吉
田
論
文

に
お
い
て
、
鷹
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
先
行
論
文
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
留
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
杜
甫
の
詩
に
現
れ
る
鳥
に
つ
い
て
考
え
る
第
一
歩

と
し
て
、「
鸚
鵡
」「
鷦
鷯
」
に
絞
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
ぜ
こ

の
二
種
に
絞
っ
た
の
か
。
今
回
取
り
上
げ
る
鳥
は
、
鸚
鵡
の
よ
う
な
珍
鳥
、

鷦
鷯
の
よ
う
な
小
鳥
で
あ
り
、
一
見
特
に
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
鳥
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
杜
甫

が
自
身
の
心
象
や
境
涯
を
託
し
た
用
例
が
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
を

ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
詠
じ
て
い
る
か
を
読
解
し
、
考
察
す
る
こ
と
は
、

ひ
い
て
は
杜
甫
が
自
身
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
に
繋
が

る
と
考
え
る
。
杜
甫
や
そ
の
詩
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
考

察
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
詩
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
清
・
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
註
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
）
を
用
い
る
（
以
下
、『
詳
註
』
と
略
記
）。
た

だ
し
、
一
部
通
行
の
文
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
杜
甫
の
詩
の
日
本
語
訳
に
は
、

鈴
木
虎
雄
『
杜
甫
全
詩
集
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
。

初
版
は
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』
に
所
収
）
な
ど
の
諸
本
を
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

第
一
章
　
　「
鸚
鵡
」

　

鷹た
か

や
隼

は
や
ぶ
さが
猛
禽
で
あ
り
、
勇
猛
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
そ
こ
に
杜
甫
が
若

い
頃
を
中
心
と
し
て
、
自
身
の
高
い
理
想
や
激
し
い
志
を
託
し
て
い
た
こ
と

は
、
先
述
の
よ
う
に
先
行
論
文
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
鸚
鵡
は
言
葉
を
話
す
、
真
似
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
杜
甫
は

鸚
鵡
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
章

で
は
鸚
鵡
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

　

鸚
鵡
の
特
徴
と
し
て
は
、
羽
色
の
美
し
さ
と
と
も
に
、
人
間
の
言
葉
を
真

似
る
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
中

国
の
古
典
で
は
唐
代
以
前
か
ら
詠
じ
ら
れ
て
き
た
伝
統
が
あ
る
。
杜
甫
も
、

そ
の
よ
う
な
鸚
鵡
に
興
味
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
、「
鸚
鵡
」

の
用
例
は
、「
鸚
鵡
」
と
い
う
詩
題
一
例
を
含
め
て
七
例
あ
る
⑻
。

　

杜
甫
の
夔き

州し
ゅ
う

時
代
の
代
表
作
「
秋
興
八
首
」
の
其
の
八
に
、「
鸚
鵡
」
が
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見
え
る
。

　

秋
興
八
首　

其
八　
　
　

秋
興
八
首　
　

其
の
八

昆
吾
御
宿
自
逶
迤　
　

昆こ
ん

吾ご　

御ぎ
ょ

宿し
ゅ
く

　

自お
の

ず
か
ら
逶い

迤い

た
り

紫
閣
峰
陰
入
渼
陂　
　

紫し

閣か
く

の
峰ほ

う

陰い
ん　

渼び

陂ひ

に
入い

る

香
稲
啄
餘
鸚
鵡
粒　
　

香こ
う

稲と
う　

啄つ
い
ばみ

餘あ
ま

す　

鸚お
う

鵡む

の
粒つ

ぶ

碧
梧
棲
老
鳳
凰
枝　
　

碧へ
き

梧ご　

棲す

み
老お

ゆ　

鳳ほ
う

凰お
う

の
枝え

だ

佳
人
拾
翠
春
相
問　
　

佳か

人じ
ん　

翠す
い

を
拾ひ

ろ

ひ
て
春は

る

に
相あ

ひ
問と

ひ

仙
侶
同
舟
晩
更
移　
　

仙せ
ん

侶り
ょ

と
舟ふ

ね

を
同お

な

じ
く
し
て
晩ば

ん

に
更さ

ら

に
移う

つ

る

綵
筆
昔
曾
干
気
象　
　

綵さ
い

筆ひ
つ

は
昔む

か
し　

曾か
つ

て
気き

象し
ょ
うを

干お
か

せ
し
に

白
頭
吟
望
苦
低
垂　
　

白は
く

頭と
う　

吟ぎ
ん

望ぼ
う

し
て
低て

い

垂す
い

に
苦く

る

し
む

�

（『
詳
註
』
巻
十
七
）

　　

昆こ
ん

吾ご

や
御ぎ

ょ

宿し
ゅ
くを

通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
道
は
、
そ
の
地
形
の
ま
ま
に
く
ね
く
ね

と
曲
が
り
く
ね
り
、
や
が
て
紫し

閣か
く

峰ほ
う

の
北
側
の
山
容
を
渼び

陂ひ

湖こ

に
映
す
と
こ

ろ
に
出
て
く
る
。
そ
の
途
中
に
は
、
鸚お
う

鵡む

が
つ
い
ば
み
残
し
た
芳
し
い
稲
が

た
わ
わ
に
実
り
、
鳳ほ
う

凰お
う

が
長
く
棲す

ん
だ
青あ

お

桐ぎ
り

の
木
も
あ
っ
た
。
私
は
春
に
あ

た
り
美
し
い
人
と
う
ち
つ
れ
て
若
草
を
摘
み
つ
つ
言
葉
を
か
わ
し
た
り
、
仙

人
の
よ
う
な
仲
間
と
一
つ
舟
に
乗
り
込
み
、
夜
に
な
っ
て
も
舟
の
場
所
を
変

え
て
遊
び
つ
づ
け
た
り
し
た
。
そ
の
頃
の
私
の
美
し
い
詩
文
は
自
然
現
象
に

も
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
今
は
詩
を
口
ず
さ
み
つ

つ
都
の
方
を
眺
め
や
り
、
白
髪
あ
た
ま
の
垂
れ
下
が
っ
て
く
る
の
を
ど
う
し

よ
う
も
な
い
。

　

こ
の
「
秋
興
八
首
」
は
、
大
暦
元
年
（
七
六
六
）、
杜
甫
五
十
五
歳
の
秋
、

夔
州
（
現
在
の
四
川
省
奉
節
県
）
で
の
作
で
あ
る
。
こ
の
年
の
暮
春
、
杜
甫

は
雲
安
よ
り
長
江
を
下
っ
て
夔
州
へ
と
移
り
、
以
後
二
年
間
こ
こ
に
住
ん
だ
。

こ
の
詩
は
、
晋
の
潘は
ん

岳が
く

の
「
秋
興
の
賦
」（
秋
に
感
じ
て
そ
の
感
興
を
以
っ

て
作
ら
れ
た
賦
）
を
踏
ま
え
て
秋
の
感
興
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
其
の
八

は
、
杜
甫
が
長
安
に
い
た
頃
、
長
安
近
郊
の
美
し
い
景
勝
地
渼
陂
湖
に
気
の

合
う
岑し
ん

参じ
ん

兄
弟
ら
と
遊
ん
だ
折
の
輝
い
て
い
た
時
空
を
回
想
し
、
今
の
境
遇

に
比
し
て
い
る
。

　

首
聯
の
「
昆
吾
」（
漢
代
今
の
陝
西
省
藍
田
県
の
東
北
に
あ
っ
た
）、「
御

宿
」（
前
漢
の
都
長
安
の
南
の
地
名
）
は
い
ず
れ
も
長
安
近
郊
の
地
名
で
あ

る
。「
紫
閣
峰
」
は
長
安
の
東
南
に
そ
び
え
る
終
南
山
の
一
峰
で
あ
り
、「
渼

陂
」
は
湖
の
名
。
か
つ
て
天
宝
十
三
年
（
七
五
四
）、
遊
覧
し
た
際
の
渼
陂

湖
に
至
る
曲
が
っ
た
道
途
の
情
景
や
、
湖
に
紫
閣
峰
の
影
が
映
っ
た
情
景
を

描
い
て
い
る
。⑼

　

頷
聯
は
、「
香
稲
」（
芳
し
い
稲
）・「
鸚
鵡
」、「
梧
桐
」（
あ
お
ぎ
り
。
鳳

凰
が
棲
む
木
と
さ
れ
る
）・「
鳳
凰
」
と
い
う
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
植
物
と

鳥
の
詩
語
の
組
み
合
わ
せ
で
描
い
て
い
る
。
恐
ら
く
鳥
の
い
る
現
実
の
情
景

を
も
と
に
し
な
が
ら
、
実
際
の
情
景
そ
の
も
の
を
描
く
の
で
は
な
く
、
想
像

を
膨
ら
ま
せ
て
描
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
当
時
世
界
的
な
大
都
市
で

あ
っ
た
唐
朝
の
都
長
安
、
そ
の
近
郊
の
景
勝
地
の
情
景
を
、
都
の
華
や
か
な

イ
メ
ー
ジ
の
延
長
と
し
て
、
華
や
か
に
輝
か
し
い
空
間
と
し
て
描
き
出
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
鸚
鵡
」
は
、
オ
ウ
ム
の
こ
と
。
体た

い

軀く

は
、
小
鶏
の
大
き
さ
ぐ
ら
い
。
頭

が
丸
く
短
く
、
上
じ
ょ
う

嘴し

は
曲
が
り
、
下
嘴
は
短
小
、
羽
毛
は
美
し
く
、
巧
み
に

人
語
を
ま
ね
る
。
一
方
、
対
置
さ
れ
る
「
鳳
凰
」
は
想
像
上
の
鳥
の
名
で
、

先
述
の
『
芸
文
類
聚
』
祥
瑞
部
下
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
う
か
が
わ

れ
る
よ
う
に
、
聖
王
の
治
世
に
現
れ
る
と
い
う
瑞
鳥
で
あ
る
。
雄
を
鳳
と
い

い
、
雌
を
凰
と
い
う
。
身
に
五
色
の
美
し
い
い
ろ
ど
り
が
あ
り
、
鳥
類
の
首

長
と
さ
れ
る
。

　

頸
聯
は
、
か
つ
て
杜
甫
が
長
安
に
い
た
頃
（
天
宝
十
三
年
）、
渼
陂
湖
で

共
に
遊
ん
だ
岑
参
兄
弟
を
仙
人
の
仲
間
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。「
同
舟
」
は
、

同
じ
舟
に
乗
り
込
む
こ
と
で
、『
後
漢
書
』
巻
六
十
八
に
見
え
る
つ
ぎ
の
典

故
を
ふ
ま
え
る
。
郭か

く

泰た
い

（
太
）
は
河
南
尹い

ん

の
李り

膺よ
う

と
親
交
が
あ
り
、
官
職
を

辞
し
て
郷
里
に
帰
る
と
き
、
多
く
の
儒
官
が
車
を
連
ね
て
見
送
っ
た
が
、
郭

泰
は
た
だ
李
膺
と
ふ
た
り
、
同
じ
舟
に
乗
っ
て
川
を
渡
っ
た
。
こ
の
と
き
、

見
送
り
の
人
々
は
ま
る
で
神
仙
の
よ
う
だ
と
称
え
た
と
い
う
。「
神
仙
」
と

称
さ
れ
た
郭
泰
と
李
膺
に
見
ま
が
う
よ
う
な
岑
参
兄
弟
と
共
に
、
同
じ
舟
に

乗
り
込
ん
で
春
の
舟
遊
び
に
興
じ
、
夜
が
更
け
て
も
舟
の
場
所
を
移
し
て
遊

ん
だ
も
の
だ
と
、
当
時
の
楽
し
い
思
い
出
を
詠
じ
て
い
る
。

　

尾
聯
は
、
自
然
に
も
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
文
才
（
彩
筆
）
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
や
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
郷
の
地
で
老
境
に
差
し
掛
か
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っ
た
自
身
の
老
い
と
、
不
如
意
を
見
つ
め
る
苦
し
さ
を
詠
じ
て
結
ん
で
い
る
。

「
気
象
を
干お
か

す
」
は
、
言
葉
や
文
学
の
力
に
よ
っ
て
自
然
現
象
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
。
岑
参
も
盛
唐
の
有
名
な
詩
人
で
あ
り
、
共
に
遊
ん
だ
希
望
に
溢

れ
て
い
た
当
時
を
思
い
出
す
に
つ
け
て
、
自
身
の
今
の
境
遇
を
嘆
か
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
詩
の
中
で
「
鸚
鵡
」
は
、
ま
さ
に
天
宝
年
間
の
長
安
近
郊

の
華
や
か
な
空
間
を
髣
髴
さ
せ
る
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
杜
甫
の
若
か
り

し
頃
の
希
望
に
満
ち
た
輝
か
し
い
時
間
の
象
徴
で
も
あ
る
。

　

唐
・
鄭
処
誨
撰
『
明
皇
雑
録
』（
唐
宋
資
料
筆
記
叢
刊
、
田
廷
柱
点
校
、

中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
九
月
）「
逸
文
」
に
次
の
逸
話
が
み
え
る
。
嶺
南

か
ら
献
上
さ
れ
た
白
鸚
鵡
が
非
常
に
聰
明
で
、
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
た
め
に
宮

中
で
愛
好
さ
れ
、
玄
宗
や
楊
貴
妃
か
ら
「
雪
衣
女
」（
雪
衣
の
女む
す
め）
と
呼
ば

れ
た
と
い
う
。

　

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
鸚
鵡
に
玄
宗
が
近
体
（
唐
代
に
成
立
し
た

新
し
い
詩
形
）
の
詩
篇
を
授
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
数
遍
（
読
む
だ
け
）
で
詩

を
そ
ら
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
た
（
近
代
の
詞
臣
の
詩
篇
を
以
て
之
に
授
け
令し

む
れ
ば
、
数
遍
に
し
て
便す

な
わち

諷
誦
す
可
し
）
と
。
こ
の
逸
話
は
、
天
下
泰
平

を
誇
っ
た
玄
宗
治
世
下
（「
開
元
の
治
」
と
称
さ
れ
る
）
の
朝
廷
で
、
異
国

情
緒
も
相
ま
っ
て
、
鸚
鵡
の
聡
明
さ
が
好
ま
れ
た
様
子
や
、
当
時
の
優
雅
で

闊
達
な
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。⑽

　

次
に
、
杜
甫
の
ほ
か
の
鸚
鵡
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

①　

麝
香
眠
石
竹　
　

麝じ
ゃ

香こ
う　

石せ
き

竹ち
く

に
眠ね

む

り

　
　

鸚
鵡
啄
金
桃　
　

鸚お
う

鵡む　

金き
ん

桃と
う

に
啄つ

い
ばむ

�

（「
山
寺
」『
詳
註
』
巻
七
）

②　

酔
客
霑
鸚
鵡　
　

酔す
い

客き
ゃ
く
　

鸚お
う

鵡む

に
霑う

る
おひ

　
　

佳
人
指
鳳
凰　
　

佳か

人じ
ん　

鳳ほ
う

凰お
う

を
指ゆ

び

に
す

�

（「
陪
柏
中
丞
観
宴
将
士
二
首　

其
一
」『
詳
註
』
巻
十
八
）

③　

健
筆
凌
鸚
鵡　
　

健け
ん

筆ぴ
つ　

鸚お
う

鵡む

を
凌し

の

ぎ

　
　

銛
鋒
瑩
鸊
鵜　
　

銛せ
ん

鋒ぽ
う　

鸊へ
き

鵜て
い

に
瑩え

い

た
り

�

（「
奉
贈
太
常
張
卿

二
十
韻
」『
詳
註
』
巻
三
）

④　

隴
俗
軽
鸚
鵡　
　

隴ろ
う

俗ぞ
く　

鸚お
う

鵡む

を
軽か

ろ

ん
ず

　
　

原
情
類
鶺
鴒　
　

原げ
ん

情じ
ょ
う
　

鶺せ
き

鴒れ
い

に
類る

い

す

（「
秦
州
見
敕
目
、
薛
三
璩
授
司
議
郎
、
畢
四
曜
除
監
察
、
与
二
子
有
故
、

遠
喜
遷
官
、
兼
述
索
居
凡
三
十
韻
」『
詳
註
』
巻
八
）

①�

は
、
山
中
の
寺
が
人
気
も
稀
で
、
荒
廃
し
た
様
子
を
詠
じ
て
い
る
。
鸚
鵡

が
隴
山
（
陝
西
省
・
甘
粛
省
両
省
の
境
に
位
置
す
る
山
。
杜
甫
が
い
る
秦

州
は
隴
山
に
近
い
）
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
（
後
漢
・
禰
衡
の
「
鸚
鵡
の

賦
」
に
「
虞ぐ

人じ
ん

に
隴ろ

う

坻て
い

に
命
ず
」
と
あ
る
）
か
ら
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
山
寺
は
、
秦
州
東
南
の
麦
積
山
上
に
あ
る
瑞
応
寺
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（『
詳
註
』
引
く
『
玉
堂
閒
話
』）。
対
を
な
す
「
麝

香
」
は
、
麝
香
鹿
の
こ
と
で
あ
り
、「
石
竹
」
は
草
の
名
で
、
か
わ
ら
な

で
し
こ
。「
金
桃
」
は
、
桃
の
一
種
⑾
。
目
前
の
荒
廃
し
た
寺
を
描
く
に

当
た
っ
て
、
い
ず
れ
も
嘱
目
の
景
で
は
な
く
、
秦
州
及
び
西
域
に
産
す
る

と
さ
れ
る
珍
し
く
貴
重
な
動
植
物
を
想
像
し
て
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

②�

の
鸚
鵡
は
、
オ
ウ
ム
ガ
イ
の
貝
殻
で
作
っ
た
杯
で
あ
り
、
対
に
な
る
「
鳳

凰
」
は
、
こ
こ
で
は
琴
に
施
さ
れ
た
鳳
凰
の
装
飾
を
い
う
。
い
ず
れ
も
華

や
か
な
宴
会
の
情
景
を
表
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
正
倉
院
御
物
に
螺ら

鈿で
ん

紫し

檀た
ん

阮げ
ん

咸か
ん

が
あ
り
、
そ
の
裏
面
に
鸚
鵡

の
意
匠
が
螺
鈿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
六
月
二
十
一
日
、
聖
武
天
皇
の
七
十
七

忌
に
当
た
る
こ
の
日
に
、
光
明
皇
后
は
、
天
皇
の
遺
愛
の
品
六
百
数

十
点
を
大
仏
に
献
上
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
献
上
さ
れ
た
品
の
中
に
五

弦
琵
琶
と
こ
の
阮げ
ん

咸か
ん

が
含
ま
れ
て
い
る
。
阮
咸
は
、
琵
琶
に
似
た
四

弦
の
楽
器
で
、
丸
く
平
ら
な
胴
に
長
い
棹
を
も
つ
。
こ
の
阮
咸
は
二

面
伝
わ
っ
て
い
る
。⑿

　

右
の
文
は
、
正
倉
院
御
物
の
阮
咸
と
い
う
楽
器
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

で
あ
る
が
、
恐
ら
く
唐
か
ら
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
鸚
鵡
の

美
し
い
螺
鈿
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
詩
で
の
オ
ウ
ム
ガ

イ
の
杯
や
鳳
凰
の
装
飾
の
施
さ
れ
た
琴
も
、
唐
代
の
華
や
い
だ
雰
囲
気
を

表
し
て
い
る
。

③�
は
、
杜
甫
が
知
人
張ち

ょ
う
き

の
文
章
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
。

後
漢
の
禰で

い

衡こ
う

（
一
七
三
～
一
九
八
）
が
、
黄
王
か
ら
宴
席
で
「
鸚
鵡
の
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賦
」
を
即
座
に
作
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
時
、
一
た
び
筆
を
執
る
と
筆
を

留
め
る
こ
と
な
く
、
書
き
終
え
た
後
は
文
字
を
一
字
も
改
め
る
こ
と
が
な

か
っ
た
と
い
う
故
事
（『
後
漢
書
』
巻
八
十
下
禰
衡
伝
）
を
踏
ま
え
て
い

る
。「
鸚
鵡
を
凌
ぐ
」
と
は
、
張

の
文
章
を
褒
め
称
え
、
禰
衡
を
凌
駕

す
る
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
を
贈
っ
た
相
手
の
張

は
、
玄
宗
の

宰
相
張ち

ょ
う

説え
つ

の
息
子
で
、
玄
宗
の
娘
寧
親
公
主
の
婿
で
あ
る
。
対
を
構
成

す
る
「
鸊へ
き

鵜て
い

」
は
、
か
い
つ
ぶ
り
。
こ
の
鳥
の
脂
を
刀
剣
を
磨
く
の
に
使

う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
脂
で
磨
い
た
剣
先
の
鋭
さ
に
文
章
の
尖
鋭
さ
を
喩

え
た
も
の
。

④�
は
、
秦
州
の
地
で
、
杜
甫
が
敕
目
（
任
官
の
目
次
）
を
見
て
、
か
つ
て
の

親
友
薛せ
っ

璩き
ょ

と
畢ひ

つ

曜よ
う

が
そ
れ
ぞ
れ
司
議
郎
、
監
察
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
を
知

り
、
旧
友
の
栄
耀
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
自
身
の
寂
し
い
境
遇
を
二
人
に
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
掲
出
の
句
で
は
、
隴ろ
う

の
地
、
す
な
わ
ち
秦
州
で
は

「
鸚
鵡
」
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
鸚
鵡
と
は
、「
鸚
鵡

賦
」
を
作
っ
た
詩
人
禰
衡
の
こ
と
を
表
し
、
こ
こ
で
は
才
能
の
あ
る
杜
甫

自
身
を
託
し
て
い
る
。「
鸚
鵡
を
軽
ん
ず
」
と
は
、
恐
ら
く
、
隴
の
地
、

す
な
わ
ち
秦
州
は
鸚
鵡
の
産
地
の
一
つ
で
あ
り
、
都
で
の
よ
う
に
鸚
鵡
が

珍
重
さ
れ
な
い
こ
と
に
、
杜
甫
が
評
価
さ
れ
ず
不
遇
で
あ
る
こ
と
を
喩
え

て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
対
を
な
す
「
鶺
鴒
」
は
、
せ
き
れ
い
。
こ
の

鳥
は
、
普
段
は
野
原
に
い
る
が
、
何
か
困
難
が
あ
る
と
兄
弟
互
い
に
救
い

合
う
と
い
う
（『
詩
経
』
小
雅
、
常
棣
）。
こ
こ
で
は
、
二
人
に
対
し
て
、

そ
の
よ
う
に
自
分
を
推
薦
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
こ
め
て
い
る
。

　

以
上
の
鸚
鵡
四
例
中
、
①
②
で
は
、
唐
王
朝
を
彩
る
美
し
い
珍
鳥
の
華
や

か
な
イ
メ
ー
ジ
で
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
③
④
は
い
ず
れ
も

禰
衡
の
「
鸚
鵡
の
賦
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
③
で
は
、
鸚
鵡
に
文
才

の
あ
る
張

を
喩
え
、
ま
た
④
で
は
自
身
を
託
し
て
い
る
。
④
で
は
、
自
身

が
文
才
を
抱
き
な
が
ら
秦
州
の
地
で
、
才
能
を
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
貧

窮
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。

　

次
に
、「
鸚
鵡
」
と
題
す
る
詩
（
詩
題
と
第
一
句
の
鸚
鵡
と
で
、
二
例
）

に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　

鸚
鵡

　
　

鸚
鵡
含
愁
思　
　

鸚お
う

鵡む　

愁
し
ゅ
う

思し

を
含ふ

く

み

　
　

聰
明
憶
別
離　
　

聰そ
う

明め
い　

別べ
つ

離り

を
憶お

も

ふ

　
　

翆
衿
渾
短
尽　
　

翆す
い

衿き
ん　

渾す
べ

て
短た

ん

尽じ
ん

す

　
　

紅
嘴
漫
多
知　
　

紅こ
う

嘴し　

漫み
だ

り
に
多お

お

く
知し

る

　
　

未
有
開
籠
日　
　

未い
ま

だ
開か

い

籠ろ
う

の
日ひ

有あ

ら
ず

　
　

空
残
旧
宿
枝　
　

空む
な

し
く
残の

こ

る
旧

き
ゅ
う

宿し
ゅ
くの

枝え
だ

　
　

世
人
憐
復
損　
　

世せ

人じ
ん

憐あ
わ

れ
め
ど
も
復ま

た
損そ

ん

す

　
　

何
用
羽
毛
奇　
　

何な
ん

ぞ
用も

ち

ひ
ん
羽う

毛も
う

の
奇き

な
る
を

�

（『
詳
注
』
巻
十
七
）

　

鸚
鵡
が
憂
わ
し
い
も
の
思
い
を
し
て
い
る
。
聰
明
で
故
郷
の
親
し
い
者

た
ち
と
別
れ
て
い
る
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
鳥
は
い
ま
翠み
ど
りの
襟
元
の
毛
が
す
っ
か
り
短
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の

紅
い
嘴
は
い
た
ず
ら
に
知
っ
て
い
る
言
葉
が
多
い
だ
け
で
役
に
た
っ
て
は

い
な
い
。

　

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
籠
が
い
つ
開
か
れ
る
か
そ
の
日
が
く
る
と
も
思

え
ず
、
昔
宿
っ
た
故
郷
の
樹
の
枝
は
空
し
く
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。

　

世
人
は
こ
の
鳥
の
美
し
さ
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
は
す
る
が
、
そ
の
羽

毛
も
ど
う
せ
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
特
別
綺
麗
で
あ
る
必
要
も

な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
詩
は
、
表
面
的
に
は
、
鸚
鵡
を
描
い
た
詠
物
詩
と
し
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
裏
面
に
は
、
才
能
あ
る
が
た
め
に
捉
え
ら
れ
て
籠

の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
故
郷
を
離
れ
て
生
涯
を
送
り
い
た
ず
ら
に
憔
悴
し

て
ゆ
く
鸚
鵡
に
、
才
人
が
世
に
評
価
さ
れ
ず
老
い
さ
ら
ば
え
、
埋
没
し
て
不

遇
な
境
遇
に
あ
る
姿
を
投
影
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。⒀

　

さ
て
こ
こ
で
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
る
た
め
、
杜
甫
以
前
の
鸚
鵡
の
イ
メ

ー
ジ
に
つ
い
て
、
主
な
も
の
を
見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

早
く
は
、
漢
の
戴
聖
の
編
と
さ
れ
る
『
礼ら

い

記き

』（
曲

き
ょ
く

礼ら
い

上
）
に
、
次
の
よ

う
に
見
え
る
。

　

鸚
鵡
は
能よ

く
言
へ
ど
も
飛
鳥
を
離
れ
ず
。
猩

し
ょ
う

猩じ
ょ
うは
能
く
言
へ
ど
も

禽
獣
を
離
れ
ず
。
今
、
人
に
し
て
礼
無
け
れ
ば
、
能
く
言
ふ
と
雖
も
、
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亦ま
た

禽
獣
の
心
な
ら
ず
や
。（
鸚
鵡
は
人
語
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

鳥
類
を
離
れ
ず
、
猩
々
も
人
語
を
言
う
が
、
獣
類
で
あ
る
。
そ
う
と

す
れ
ば
、
い
ま
人
の
体
は
し
て
い
て
も
礼
儀
を
わ
き
ま
え
ね
ば
、
そ

の
心
は
鳥
獣
に
類
す
る
。）

�

（『
礼
記
』
曲
礼
上
）⒁

　

ま
た
、
先
述
の
後
漢
、
禰で

い

衡こ
う

「
鸚
鵡
の
賦ふ

」
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

　

時
に
黄こ
う

祖そ

の
太
子
射え

き

、
賓
客
大
い
に
会
し
、
鸚
鵡
を
献
ず
る
者
有

り
、
酒
を
衡
の
前
に
挙
げ
て
曰
わ
く
、
禰
処
士
、
今
日
用も
っ

て
賓
を
娯

し
む
る
無
し
。
窃ひ
そ

か
に
以お

も

ん
み
る
に
、
此
の
鳥
遠
き
自よ

り
至
る
。
明

慧
聰
善
に
し
て
、
羽
族
の
貴
ぶ
可
き
も
の
な
り
。
願
わ
く
は
先
生
之

が
賦
を
為
り
、
四
坐
を
し
て
咸み
な

共
に
栄
観
せ
し
め
よ
。
亦
可
な
ら
ず

や
と
。
衡
因よ

り
て
賦
を
為
る
。
筆
は
停
綴
せ
ず
、
文
点
を
加
え
ず
、

其
の
辞
に
曰
わ
く
、（
以
下
略
）　

　
（
時
に
黄
祖
の
太
子
黄
射
は
、
賓
客
と
大
い
に
会
し
た
。
あ
る
人

が
鸚
鵡
を
献
上
し
、
酒
杯
を
私
、
禰
衡
の
前
に
捧
げ
て
言
っ
た
。

「
禰
処
士
よ
、
今
日
の
宴
に
は
、
客
人
を
楽
し
ま
せ
る
趣
向
も
有
り

ま
せ
ん
。
私
の
考
え
ま
す
と
こ
ろ
、
こ
の
鳥
は
遠
く
か
ら
も
た
ら
さ

れ
、
優
れ
た
知
恵
を
持
ち
、
鳥
の
中
で
も
貴
重
な
も
の
で
す
。
で
き

る
こ
と
な
ら
先
生
に
鸚
鵡
の
賦
を
作
っ
て
い
た
だ
き
、
我
々
満
座
の

者
に
、
賦
を
拝
見
す
る
と
い
う
栄
誉
を
分
か
ち
与
え
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
結
構
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。
そ
こ
で
私
は
賦
を

作
っ
た
。
筆
は
動
き
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
一
字
の
修
正
も
施
さ
な

か
っ
た
。）　

�

（『
文
選
』
巻
之
十
三
（
鳥
獣
上
）⒂

　

右
に
挙
げ
た
の
は
「
鸚
鵡
の
賦
」
の
序
文
で
あ
る
が
、
今
井
佳
子
編
『
文

選
』（
賦
篇
二
）
に
は
、「
鸚
鵡
の
賦
」
の
本
文
に
つ
い
て
次
の
指
摘
が
あ
る
。

　
「
鸚
鵡
賦
」
は
、
黄こ
う

祖そ

、
黄こ

う

射え
き

の
下
に
い
た
時
の
作
で
あ
る
。「
西

域
の
霊
鳥
」
で
あ
る
鸚
鵡
だ
が
、
聡
明
で
言
語
を
し
ゃ
べ
れ
る
才
能

の
た
め
に
、
人
間
に
捉
え
ら
れ
故
郷
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
。
籠
の
中

で
自
由
の
な
い
身
を
歎
き
、
望
郷
の
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
鸚
鵡
そ
の

も
の
の
描
写
よ
り
も
鸚
鵡
の
悲
嘆
の
情
が
切
々
と
書
か
れ
て
お
り
、

禰
衡
自
身
の
愁
い
が
強
く
鸚
鵡
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
鳥
に
自
ら
を

投
影
し
な
が
ら
描
く
賦
は
、
こ
れ
以
降
、
張
華
の
「
鷦
鷯
賦
」
や
鮑

照
の
「
舞
鶴
賦
」
等
が
あ
り
、「
鸚
鵡
賦
」
の
影
響
が
考
え
ら
れ

る
。⒃

　
「
鸚
鵡
賦
」
に
は
、
今
井
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
言
葉
を
真
似
る
こ

と
や
美
し
い
姿
か
ら
珍
重
さ
れ
、
王
侯
貴
族
に
献
上
さ
れ
た
鸚
鵡
の
葛
藤
や

歎
き
が
、
鸚
鵡
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、

鸚
鵡
の
次
の
よ
う
な
心
境
で
あ
る
。
故
郷
（
西
域
）
へ
の
帰
心
は
止
み
が
た

い
。
主
人
に
仕
え
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
籠
の
中
で
才
能
を
思
う
ま
ま
に
伸

ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。
し
か
し
す
で
に
羽
を
切
ら
れ
、
ま
た
主
人

の
恩
顧
を
長
く
蒙
っ
て
い
る
上
は
、
主
人
の
た
め
に
命
を
賭
し
て
使
命
を
果

た
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黄
祖
・
黄
射
の
下
に
仕
え
な
が
ら
、

不
遇
な
思
い
を
懐
い
て
い
た
禰
衡
が
、
そ
の
憂
愁
を
鸚
鵡
に
投
影
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
禰
衡
の
「
鸚
鵡
賦
」
に
つ
い
て
は
、
塚
本
信
也
「
鳥
と
網
の

ア
ナ
ロ
ジ
―
顔
延
之
「
庭
誥
」
へ
の
一
視
点
―
」⒄
に
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。

同
論
文
で
は
、「
庭
誥
」
に
見
え
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
考
察
し
、
様
々
な
文
学

や
文
章
に
お
け
る
鳥
と
網
と
の
相
関
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て

次
の
よ
う
な
二
つ
の
系
譜
が
あ
る
と
分
析
す
る
。

　

網
＝
徳
、
統
治
者
（
狩
猟
者
）、
ヒ
ー
ロ
ー�

鳥
＝
被
捕
獲
者
、
賢
者　
　

　

網
＝
法
、
桎
梏
、
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー�

鳥
＝
被
捕
獲
者
、
ヒ
ー
ロ
ー

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
指
摘
も
見
え
る
。

　

例
え
ば
、
先
の
「
一
目
の
網
」
句
を
用
い
た
禰
衡
「
鸚
鵡
賦
」
も
、

こ
の
系
譜
か
ら
基
本
的
に
逸
脱
し
て
は
い
な
い
様
に
思
う
。

　
　

�

跨
崑
崙
而
播
弋
、
冠
雲
霓
而
張
羅
、
雖
綱
維
之
備
設
、
終
一
目

之
所
加
、

　

遠
く
崑
崙
の
彼
方
ま
で
い
ぐ
る
み
を
放
ち
、
遥
か
天
に
届
か
ん
ば

か
り
の
網
を
仕
掛
け
、
あ
ら
ん
限
り
の
大
包
囲
網
に
拘
わ
ら
ず
、
西

域
の
霊
鳥
は
網
の
極
々
一
目
に
、
太
子
様
の
掌
中
に
落
ち
ま
し
た
。

「
鵩
鳥
賦
」
な
ど
先
行
の
作
品
に
顕
著
な
哲
理
も
作
中
で
は
ほ
と
ん

ど
背
景
に
退
き
、
最
後
は
「
隆
恩
を
既
往
に
恃た
の

み
、
彌
々
久
し
く
渝か

わ
ら
ざ
る
を
庶

こ
い
ね
がう

」
と
太
子
を
称
え
て
作
品
を
結
ん
で
い
る
。
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こ
の
作
品
で
、
太
子
黄
射
を
称
賛
し
て
い
る
禰
衡
で
あ
る
が
、
剛
傲
な
性

格
が
禍
し
、
こ
の
後
、
黄
射
の
父
黄
祖
に
殺
害
さ
れ
る
に
至
る
。
塚
田
氏
は
、

先
行
論
文
⒅
に
よ
り
つ
つ
、「
こ
の
頃
、「
人
間
の
悪
意
へ
の
深
刻
な
恐
れ
が

籠
め
ら
れ
て
い
る
」「
網
羅
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
増
幅
と
浸
透
は
、
一
つ
の
ピ

ー
ク
を
迎
え
て
い
た
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
禰
衡
「
鸚
鵡
の
賦
」
の
場
合
は
、
網
は
統
治
者
＝
捕
獲
者
、
黄

射
で
あ
り
、
鸚
鵡
は
被
捕
獲
者
、
禰
衡
と
な
る
。
禰
衡
は
、
捕
獲
者
、
黄
射

の
徳
を
称
え
、
そ
の
黄
射
に
よ
り
己
の
才
能
を
評
価
さ
れ
て
抱
え
ら
れ
、
仕

え
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。
一
方
、
羽
を
切
ら
れ
籠
に
閉
じ
込
め
ら

れ
、
自
由
に
飛
び
ま
わ
る
こ
と
の
か
な
わ
な
い
不
自
由
、
不
遇
を
嘆
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
当
時
、
禰
衡
が
置
か
れ
て
い
た
境
遇
を
推
し
量
れ
ば
（
文
才

に
は
秀
で
な
が
ら
も
不
羈
な
言
動
の
た
め
、
曹
操
か
ら
、
劉
表
へ
、
劉
表
か

ら
黄
祖
へ
送
ら
れ
て
い
た
）、
こ
の
賦
で
の
鸚
鵡
の
重
層
的
な
表
現
は
、
精

一
杯
の
統
治
者
へ
の
抵
抗
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
杜
甫
の
「
鸚
鵡
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
の
④
で
は
、
自
身
に
優
れ
た
才
能
が
あ
れ
ば
、
本
来
鸚
鵡
の
よ
う
に
天

子
＝
捕
獲
者
に
捕
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
旧
友
は
朝
廷
に
抜
擢
さ
れ

て
い
る
が
、
作
者
自
身
は
都
か
ら
遠
い
秦
州
（
鸚
鵡
の
産
地
で
あ
る
）
に
い

て
評
価
さ
れ
ず
、
朝
廷
に
用
い
ら
れ
ず
に
い
る
。
い
わ
ば
無
用
と
見
な
さ
れ

て
い
る
自
身
を
鸚
鵡
に
託
し
、
推
挙
を
求
め
て
い
る
と
読
め
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
鸚
鵡
」
詩
は
、
禰
衡
の
「
鸚
鵡
の
賦
」
の
表
現
を
か

な
り
踏
ま
え
て
い
る
⒆
が
、
実
際
は
杜
甫
が
故
郷
（
都
の
近
郊
）
か
ら
遠
く

離
れ
、
異
郷
の
地
で
不
遇
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
鸚
鵡
に
託
し
て
表
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
杜
甫
は
鸚
鵡
に
自
身
を
託
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
先

ほ
ど
禰
衡
「
鸚
鵡
の
賦
」
の
序
文
に
つ
い
て
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
と
重

な
る
。
鸚
鵡
は
言
葉
を
真
似
る
聡
明
さ
や
羽
の
美
し
さ
か
ら
、
西
域
で
捕
獲

さ
れ
、
皇
帝
や
王
侯
貴
族
に
献
上
さ
れ
て
、
故
郷
か
ら
遠
い
都
で
籠
の
中
に

飼
わ
れ
、
愛
好
・
珍
重
さ
れ
る
。
先
の
白
鸚
鵡
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
一
つ
に
は
言
葉
を
真
似
る
聡
明
さ
に
お
い
て
、
二
つ
に
は
王
侯

貴
族
に
珍
重
・
愛
好
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
詩
人
の
境
遇
を
託
す
の
に
ふ
さ

わ
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
に
あ
っ
て
、
詩
人
は
皇
帝
の
臣
下
、
つ

ま
り
官
僚
と
な
っ
て
、
職
務
に
務
め
る
一
方
、
詩
を
制
作
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
（
王
侯
貴
族
の
庇
護
を
受
け
る
場
合
も
ま
れ
に
は
あ
っ
た
が
）。
杜
甫

は
仕
官
を
常
に
希
望
し
な
が
ら
、
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
時
期
は
限
ら
れ
る
。

こ
の
詩
の
制
作
時
期
に
は
、
杜
甫
は
長
江
中
流
域
の
夔
州
に
旅
寓
し
て
い
て

も
ち
ろ
ん
中
央
の
官
僚
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
名
誉
職
（
検
校
工
部
員
外

郎
）
と
し
て
俸
給
を
得
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
詩
の
「
鸚
鵡
」
の
場

合
は
、
先
の
例
の
構
図
と
は
逆
に
、
捕
獲
者
＝
皇
帝
や
王
侯
貴
族
に
捕
え
ら

れ
る
鸚
鵡
の
悲
哀
を
詠
じ
て
い
る
。
故
郷
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
籠
の
中
に
拘

束
さ
れ
、
老
い
て
な
お
不
自
由
な
身
の
上
に
あ
る
憂
愁
を
、
杜
甫
は
鸚
鵡
に

託
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
④
と
は
、
捕
獲
者
の
位
置
づ
け
が
逆

転
し
て
い
る
。
杜
甫
は
こ
の
時
、
す
で
に
老
境
に
さ
し
か
か
り
、
な
お
も
遠

く
故
郷
を
離
れ
て
い
る
寂
寥
の
心
象
を
託
そ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
は
、
従
来

の
捕
獲
者
＝
有
徳
の
執
政
者
（
皇
帝
）
に
仕
官
を
望
む
、
と
い
う
考
え
を
覆

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
捕
獲
者
＝
不
徳
の
為
政
者
、
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー
と
し

て
捉
え
、
被
捕
獲
者
で
あ
る
鸚
鵡
に
、
婉
曲
な
が
ら
政
治
に
係
る
危
険
性
を

託
し
た
と
考
え
ら
れ
る
⒇
。
禰
衡
の
「
鸚
鵡
の
賦
」
に
お
い
て
は
ま
だ
潜
在

的
で
あ
っ
た
政
権
へ
の
批
判
を
顕
在
化
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
章
　
　「
鷦
鷯
」

　

次
に
本
章
で
は
、
鷦
鷯
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。「
鷦
鷯
」

は
、
昆
虫
な
ど
を
食
べ
る
ミ
ソ
サ
ザ
イ
の
こ
と
で
あ
り
、
林
の
中
で
美
声
で

鳴
く
、
中
国
や
日
本
で
は
最
小
の
鳥
で
あ
る
。「
鷦
鷯
」
は
、
杜
甫
の
詩
に

二
例
見
え
る
。

　

一
つ
目
の
例
は
、「
秦
州
雑
詩
二
十
首　

其
の
二
十
」
に
見
え
る
。
こ
の

詩
の
制
作
に
は
、
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
詩
を
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

安
史
の
乱
が
引
き
続
き
、
唐
王
朝
が
揺
ら
い
で
い
た
乾
元
二
年
（
七
五

八
）、
杜
甫
は
華
州
司
功
参
軍
の
職
を
辞
し
て
秦
州
へ
と
旅
立
っ
た
。
秦
州

は
、
都
長
安
か
ら
見
る
と
西
方
の
吐と

蕃ば
ん

と
の
国
境
に
接
す
る
辺
境
の
町
で
あ

る
。
若
い
頃
か
ら
、
皇
帝
を
補
佐
し
て
天
下
を
良
く
し
た
い
と
の
高
邁
な
志

を
抱
い
て
き
た
杜
甫
で
は
あ
っ
た
が
、
肅
宗
皇
帝
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
た
房ぼ
う

琯か
ん

一
派
に
繋
が
る
人
物
と
し
て
左
遷
さ
れ
て
か
ら
は
、
志
は
打
ち
砕
か
れ
、
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挫
折
感
を
抱
い
て
い
た
。
華
州
司
功
参
軍
を
辞
し
た
理
由
は
明
確
で
は
な
い

が
、
長
安
一
帯
が
飢
饉
に
み
ま
わ
れ
た
こ
と
、
肅
宗
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
は
、
恐
ら
く
杜
甫
が
制
作
し
た
「
三
吏
三
別
」
詩
に
お
い
て
、

当
時
の
政
権
の
政
策
批
判
を
行
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
起
因
す

る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
旅
先
の
地
秦
州
で
制
作
し
た
「
秦
州
雑
詩
二
十
首
」
は
、
秦

州
時
代
の
詩
を
代
表
す
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
秦
州
で
目
に
し
た
情
景
、

そ
れ
は
杜
甫
に
と
っ
て
そ
の
感
性
を
い
や
が
う
え
に
も
刺
激
し
、
辺
境
の
蕭

条
た
る
景
色
、
西
域
の
諸
国
、
特
に
吐
蕃
と
の
緊
迫
し
た
情
勢
や
雰
囲
気
を

尖
鋭
な
表
現
に
捉
え
て
い
る
。
こ
の
詩
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎

の
「
秦
州
の
杜
甫
」�
や
鈴
木
修
次
「
秦
州
時
代
の
杜
甫
の
詩
」�
な
ど
の
優

れ
た
論
考
が
あ
る
。
ま
た
、
論
者
も
「
秦
州
雑
詩
二
十
首
」
に
お
け
る
詠
懐

と
叙
景
」�
に
お
い
て
、「
秦
州
雑
詩
」
と
い
う
詩
題
の
意
味
を
考
察
し
た
。

「
秦
州
雑
詩
」
と
い
う
詩
題
そ
の
も
の
が
あ
る
種
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
実
は
杜
甫
の
意
欲
的
な
一
つ
の
新
し
い
試
み
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
杜
甫
は
、「
秦
州
」
と
い
う
地
名
を
詩
題
に

冠
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
具
体
的
事
象
に
即
し
た
叙
事
・
叙
景
と
、「
雑

詩
」（
伝
統
的
に
「
詠
懐
」
の
流
れ
を
汲
む
文
学
様
式
）
と
い
う
具
象
を
脱

し
た
抽
象
的
思
念
、
す
な
わ
ち
詠
懐
と
の
間
で
、
往
復
を
繰
り
返
す
様
式
を

こ
こ
で
新
た
に
編
み
出
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
抽
象

的
詠
懐
と
具
象
的
な
叙
景
が
交
錯
し
、
拮
抗
す
る
構
成
を
持
つ
、
―
そ
れ
が

ま
た
現
実
を
直
視
す
る
中
で
、
自
ら
の
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
し
進
む
べ
き
道
へ

の
模
索
を
深
め
、
新
た
な
可
能
性
へ
と
自
己
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
―
」
と

こ
の
連
作
詩
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
秦
州
雑
詩
二
十
首
」
の
第
二
十
首
に
、「
鷦
鷯
」
が
詠
じ
ら
れ
て

い
る
。

　
　
　

秦
州
雑
詩
二
十
首　

其
二
十　
　

秦し
ん

州し
ゅ
う

雑ざ
っ

詩し

二に
じ
ゅ
っ
し
ゅ

十
首　

其そ

の
二に

じ
ゅ
う十

　
　
　
　
　

杜
甫

　

唐
堯
真
自
聖　
　
　

唐と
う

堯ぎ
ょ
う

　

真ま
こ
とに

自お
の

づ
か
ら
聖せ

い

な
り

　

野
老
復
何
知　
　
　

野や

老ろ
う　

復ま

た
何な

に

を
か
知し

ら
ん

　

曬
薬
能
無
婦　
　
　

薬く
す
りを
曬さ

ら

す
に
は
能よ

く
婦ふ

無な

か
ら
ん
や

　

応
門
幸
有
児　
　
　

門も
ん

に
応お

う

ず
る
に
は
幸さ

い
わひ

に
児じ

有あ

り

　

蔵
書
聞
禹
穴　
　
　

書し
ょ

を
蔵ぞ

う

す
る
に
は
禹う

穴け
つ

を
聞き

き

　

読
記
憶
仇
池　
　
　

記き

を
読よ

ん
で
は
仇

き
ゅ
う

池ち

を
憶お

も

ふ

　

為
報
鴛
行
旧　
　
　

為た
め

に
報ほ

う

ぜ
よ�

鴛え
ん

行こ
う

の
旧き

ゅ
うに

　

鷦
鷯
在
一
枝　
　
　

鷦
し
ょ
う

鷯り
ょ
うは
一い

っ

枝し

に
在あ

り
と

�

（『
詳
註
』
巻
七
）

　

古
の
聖
天
子
堯
帝
に
も
比
す
べ
き
わ
が
肅
宗
皇
帝
は
ま
こ
と
に
生
ま
れ

な
が
ら
の
聖
人
で
あ
ら
れ
る
。

　

私
の
よ
う
な
い
な
か
お
や
じ
が
政
治
に
つ
い
て
何
を
知
ろ
う
か
、
あ
れ

こ
れ
申
し
上
げ
る
こ
と
は
な
い
。

　

暮
ら
し
の
た
め
に
薬
草
を
日
に
さ
ら
す
の
に
は
妻
が
い
る
こ
と
だ
し
、

客
の
応
対
に
は
幸
い
子
ど
も
が
い
る
。

　

近
く
に
は
夏
の
禹
王
が
書
物
を
蔵
し
た
と
い
う
禹う

穴け
つ

が
あ
る
と
聞
い
て

い
る
し
、
ま
た
地
理
書
を
読
ん
で
は
仇
き
ゅ
う

池ち

と
い
う
景
勝
地
に
行
っ
て
み
た

い
と
思
う
。

　

私
の
た
め
に
朝
廷
に
い
る
旧
友
た
ち
に
伝
え
て
ほ
し
い
。
み
そ
さ
ざ
い

は
林
の
中
の
一
枝
に
身
を
寄
せ
て
満
足
し
て
い
る
（
そ
の
よ
う
に
私
は
秦

州
で
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
）
と
。

　

首
聯
で
は
、
肅
宗
を
古
代
の
聖
天
子
堯ぎ
ょ
う（
唐
堯
）
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
よ

う
に
本
当
に
聖
な
る
存
在
で
あ
る
と
称
揚
し
、
そ
の
肅
宗
に
対
し
て
、
自
分

の
よ
う
な
「
野
老
」、
一
介
の
い
な
か
老
人
が
そ
の
治
世
に
付
け
加
え
る
何

事
も
知
る
は
ず
が
な
い
と
謙
遜
し
て
い
る
。「
真
に
自
づ
か
ら
」
と
い
う
と

こ
ろ
に
は
、
単
に
謙
遜
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
本
来
そ
う
で
あ
る
は
ず
だ
」
と

い
う
少
々
非
難
め
い
た
感
情
が
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

頷
聯
で
は
、
秦
州
で
の
貧
窮
な
が
ら
自
適
し
た
生
活
を
述
べ
る
。
官
を
退

き
、
報
酬
が
な
い
中
、
山
野
で
薬
を
採
り
、
そ
れ
を
売
る
こ
と
を
生
業
に
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
妻
が
手
伝
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
や
在
野
の
杜
甫
に
来
客
は
在
京
の
時
に
比
べ
れ
ば
多
く
は
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
客
の
応
対
に
は
子
ど
も
が
お
り
困
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
。
貧

し
い
な
が
ら
も
家
族
が
寄
り
添
い
、
助
け
合
っ
て
暮
ら
す
様
子
が
浮
か
び
上

が
る
。
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頸
聯
は
、
新
た
な
土
地
で
の
楽
し
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。
か
ね
て
か
ら
書

物
や
人
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
憧
れ
て
い
た
「
仇
池
」
や
「
禹
穴
」
な
ど
、

伝
説
的
な
景
勝
地
や
名
所
を
訪
問
す
る
希
望
を
語
っ
て
い
る
。「
仇
池
」「
禹

穴
」
と
も
遠
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
訪
れ
る
希
望
が
あ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
が
、
秦
州
の
地
か
ら
想
像
を
は
せ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

尾
聯
の
「
鴛
行
」
は
朝
廷
に
居
並
ぶ
文
官
の
行
列
、「
鴛え

ん

鸞ら
ん

行こ
う

」
の
こ
と
。

「
鴛
鸞
」
は
、
朝
廷
の
高
官
、「
行
」
は
行
列
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、『
詳
註
』

（
巻
之
七
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
鴛え
ん

行こ
う

の
侶と

も

と
は
、
同
朝
の
旧
友

を
指
す
」（
鴛
行
侶
、
指
同
朝
旧
友
）。
つ
ま
り
、
か
つ
て
杜
甫
と
同
僚
で
あ

っ
た
官
僚
た
ち
は
、
朝
廷
に
居
並
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
の
句
に
、「
鷦
し
ょ
う

鷯り
ょ
うは

一い
っ

枝し

に
在あ

り
」
と
「
鷦
鷯
」
が

現
れ
る
。
こ
の
句
は
、『
詳
注
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇

に
「
鷦
鷯
は
深
林
に
巢す

く
ふ
も
、
一
枝
に
過
ぎ
ず
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

逍
遥
遊
篇
の
冒
頭
に
は
、
鵬
と
い
う
巨
大
な
鳥
が
世
俗
か
ら
超
越
し
た
理
想

の
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
小
さ
な
ミ
ソ
サ
ザ
イ
は
深
い

林
に
巢
を
つ
く
り
、
た
だ
一
本
の
枝
に
巣
を
作
っ
て
満
足
す
る
こ
と
を
い

う
�
。
こ
こ
で
は
、
秦
州
で
の
生
活
は
貧
し
い
な
が
ら
、
心
安
ら
か
に
満
足

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
二
句
で
は
、
次
の
二
つ
が

対
比
さ
れ
て
い
る
。

　
「
鴛
行
」
＝
高
貴
、
朝
廷
―
中
央

　
「
鷦
鷯
」
＝
弱
小
、
深
林
―
辺
境
（
周
縁
）

右
の
よ
う
に
「
鴛
行
」「
鷦
鷯
」
の
対
比
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
鷦

鷯
」
は
、
朝
廷
に
連
な
る
こ
と
は
な
い
存
在
で
あ
る
。
深
い
林
の
中
で
、
た

だ
一
枝
に
身
を
寄
せ
、
美
し
い
鳴
き
声
を
響
か
せ
、
自
由
に
飛
び
回
り
な
が

ら
、
自
適
す
る
存
在
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
杜
甫
が
「
鷦
鷯
」
に
託
し
た
の
は
、

朝
廷
を
離
れ
、
自
適
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
自
適
し
、
隠
棲
す
る
こ
と
を
希

望
し
て
い
る
自
身
の
姿
で
あ
る
。

　

た
だ
、『
詳
注
』
が
、「
自

お
の
ず
から

聖
な
り
と
は
、
讜と

う

言げ
ん

（
正
し
い
こ
と
ば
、
正

し
い
議
論
）
を
入
る
る
能あ
た

は
ざ
る
を
見あ

ら
わは

す
。
何
ぞ
知
ら
ん
と
は
、
朝
政
を

聞
く
に
忍
び
ざ
る
を
見あ
ら
わす
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
よ

う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
詩
の
冒
頭
で
肅
宗
を
「
真
に
自
づ
か
ら
聖
な
り
」
と

称
揚
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
聖
で
あ
る
は
ず
の
肅
宗
の
政
策
に

対
し
て
、
杜
甫
は
失
望
し
不
満
を
懐
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、「
鷦
鷯
は
一
枝
に
在
り
」
の
句
も
、
先
の
よ
う
に
文
字
通
り
に
読
む
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
杜
甫
自
身
に
は
、
こ
の
秦
州
で
の
生
活
に

自
適
・
自
得
し
、
こ
の
地
に
隠
棲
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
は
か
つ
て
と
も
に
朝
廷
に
列
し
て
い
た
官
僚
達

に
、
自
分
の
政
治
上
の
正
し
い
発
言
・
議
論
を
理
解
し
て
ほ
し
い
、
あ
る
い

は
今
自
分
は
自
適
し
て
退
隠
し
て
い
る
が
、
中
央
の
官
僚
と
し
て
再
び
活
躍

で
き
る
よ
う
に
抜
擢
し
て
ほ
し
い
、
と
の
微
か
な
願
い
も
同
時
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
中
央
の
朝
廷
で
活
躍
し
、
政
治
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
志
を

依
然
断
ち
切
り
難
く
、
そ
れ
で
も
こ
こ
で
断
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、

敢
え
て
今
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
と
同
僚
に
伝
え
よ
う
と
し
た
可
能
性
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
「
鷦
鷯
は
一
枝
に
在
り
」
は
、
ま
さ
に
「
鷦
鷯
」
と
い
う

小
鳥
に
、
退
隠
生
活
を
送
る
杜
甫
自
身
の
生
き
方
を
託
し
た
表
現
で
あ
る
こ

と
に
は
違
い
が
な
い
。

　

杜
甫
の
「
鷦
鷯
」
の
例
を
も
う
一
つ
次
に
あ
げ
る
。

　
　

流
年
疲
蟋
蟀　
　

流
り
ゅ
う

年ね
ん　

蟋し
つ

蟀し
ゅ
つに
疲
れ

　
　

體
物
幸
鷦
鷯　
　

體た
い

物ぶ
つ　

幸
ひ
に
鷦
鷯
た
り

�

（『
詳
註
』
巻
二
十
二
「
奉
贈
盧
五
丈
参
謀
琚
」）

　

こ
こ
で
も
、「
鷦
鷯
」
は
、
や
は
り
『
荘
子
』
逍
遥
遊
の
「
鷦
鷯
一
枝
に

在
り
」
の
典
故
を
踏
ま
え
、
今
、
世
の
中
か
ら
用
い
ら
れ
ず
退
隠
し
、
幸
い

何
と
か
自
適
し
て
い
る
自
身
を
託
し
た
も
の
で
あ
る
。「
鷦
鷯
」
と
対
を
な

す
「
蟋
蟀
」
は
、
こ
お
ろ
ぎ
、
ま
た
は
き
り
ぎ
り
す
で
、
秋
の
到
来
を
告
げ

る
虫
で
あ
る
�
。
こ
こ
で
は
、「
蟋
蟀
疲
」
る
と
い
い
、
人
生
の
晩
年
を
迎

え
て
、
堕
ち
ぶ
れ
て
い
る
状
態
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
杜
甫
は
、
そ
の
人
生
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
時
に
、
鷦

鷯
に
わ
が
身
を
託
し
て
詠
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
秦
州
雑
詩
二
十
首
」
は
、
幾
た
び
も
の
政
治
や
人
生
に
お
け
る
挫
折
を

経
た
後
に
詠
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
わ
が
身
を
託
す
鳥
は
猛

禽
の
「
鷹
」
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
れ
と
対
照
的
な
最
小
の
鳥
「
鷦
鷯
」
へ

と
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

　
「
画
鷹
」
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
若
い
時
代
、
杜
甫
が
「
鷹
」
に
託
し
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た
の
は
、
官
僚
と
し
て
政
治
を
変
革
し
た
い
と
い
う
志
を
絶
対
の
も
の
、
最

上
の
も
の
と
信
じ
、
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
い
直
截
的
な
志
望
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
時
の
杜
甫
は
、「
鷦
鷯
」
と
い
う
小
鳥
に
わ
が
身
を

託
し
、
し
か
も
、「
一
枝
」
と
い
う
さ
さ
や
か
な
、
し
か
も
都
か
ら
遠
く
離

れ
た
場
所
を
身
を
託
す
場
所
と
し
て
捉
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
小
さ
い

な
が
ら
も
懸
命
に
生
き
る
姿
は
、
ど
こ
か
す
が
す
が
し
い
も
の
と
映
る
。
世

界
の
中
で
の
自
分
の
居
場
所
と
し
て
、
い
わ
ば
儒
家
的
な
栄
誉
・
名
利
か
ら

は
遠
く
、
し
か
し
荘
子
的
な
自
由
で
世
の
中
か
ら
一
歩
距
離
を
お
い
た
境
涯

に
人
生
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。
右
の
「
鷦
鷯
」
の
二
例
は
、
い
わ
ば
杜

甫
が
、
儒
家
的
な
価
値
観
に
疑
義
を
は
さ
み
、
社
会
に
お
け
る
自
身
の
存
在

を
大
き
な
視
点
で
謙
虚
に
捉
え
始
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
ろ
う
。

第
三
章
　
　
ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
、
杜
甫
の
「
鸚
鵡
」「
鷦
鷯
」
の
例
に
つ
い
て
、
杜
甫
が
ど
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
託
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
第
一
章
で
は

「
鸚
鵡
」
の
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
鸚
鵡
に
は
一
つ
に
は
、

唐
王
朝
の
華
や
か
な
朝
廷
文
化
の
象
徴
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
さ
ら
に

注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
域
か
ら
捕
獲
さ
れ
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
た
都
で
、
籠

の
中
で
過
ご
す
鸚
鵡
に
、
皇
帝
の
恩
寵
を
受
け
る
栄
誉
を
見
る
場
合
で
あ
る
。

④
「
秦
州
見
敕
目
、
薛
三
璩
授
司
議
郎
、
畢
四
曜
除
監
察
、
与
二
子
有
故
、

遠
喜
遷
官
、
兼
述
索
居
凡
三
十
韻
」
で
は
、
杜
甫
は
都
で
の
鸚
鵡
の
よ
う
に
、

恩
寵
を
受
け
る
仕
官
を
望
み
な
が
ら
、
そ
れ
は
か
な
わ
ず
無
用
扱
い
を
さ
れ

る
自
身
を
、
隴
（
秦
州
）
の
鸚
鵡
に
託
し
て
い
た
。
一
方
、「
鸚
鵡
」
詩
で

の
鸚
鵡
は
、
捕
獲
さ
れ
て
故
郷
に
帰
郷
で
き
ず
、
才
能
を
活
か
す
機
会
も
な

く
虚
し
く
憔
悴
し
て
い
る
。
そ
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
境
遇
に
、
悲
哀
と
憂
愁

を
見
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
杜
甫
は
異
郷
に
あ
っ
て
帰
郷
で

き
ず
、
老
境
に
あ
っ
て
朝
廷
か
ら
僅
か
な
俸
給
を
受
け
る
自
身
の
境
遇
を
託

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
鸚
鵡
は
、
従
来
の
例
と
は
全
く
意
味
が
逆
転

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
開
元
・
天
宝
年
間
に
、
そ
の
美
し
さ
と
才
能
を
珍
重

さ
れ
、
皇
帝
や
王
侯
貴
族
な
ど
執
政
者
に
愛
好
さ
れ
た
鸚
鵡
で
あ
っ
た
が
、

安
史
の
乱
を
経
て
、
こ
こ
で
の
鸚
鵡
は
憔
悴
し
、
才
能
を
活
か
す
機
会
を
与

え
ら
れ
ず
、
束
縛
さ
れ
、
何
の
た
め
の
才
能
で
あ
っ
た
の
か
と
疑
問
を
突
き

つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
政
者
＝
有
徳
の
構
図
が
崩
壊
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、「
鷦
鷯
」
の
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
杜
甫
の
詩
に
、
鷦

鷯
は
二
例
見
え
る
。
い
ず
れ
も
『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
の
故
事
を
踏
ま
え
、
深

い
林
の
一
枝
に
自
適
す
る
鷦
鷯
の
姿
に
自
身
の
退
隠
し
、
世
の
中
の
栄
誉
や

名
利
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
暮
ら
す
心
境
を
託
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

す
で
に
先
行
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魏
晋
の
詩
賦
や
晋
・
郭
象

の
『
荘
子
』
解
釈
に
お
い
て
、
小
鳥
の
価
値
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
。
ま
た
、
都
の
高
級
官
僚
に
自
身
を
対
置
し
て
捉
え
て
い
る

こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
物
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
む
し
ろ
小
鳥
で

は
あ
る
が
、
捕
獲
者
に
愛
好
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
深
林
に
あ
っ
て
、
美

声
を
響
か
せ
る
自
適
し
た
鷦
鷯
の
存
在
に
、
杜
甫
は
ひ
と
き
わ
心
惹
か
れ
て

い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

か
つ
て
若
い
頃
に
猛
禽
の
鷹
に
自
身
の
壮
志
を
託
し
て
い
た
杜
甫
が
、
華

州
司
功
参
軍
を
退
職
し
て
以
後
、
自
身
と
等
身
大
の
「
鷦
鷯
」
と
い
う
小
鳥

に
擬
え
た
こ
と
は
、
詩
人
と
し
て
の
成
熟
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ

り
た
い
理
想
の
姿
を
歌
い
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
姿
を
外
部
か
ら
客

体
化
し
、
客
観
的
に
捉
え
る
視
点
を
一
層
明
確
に
獲
得
し
た
証
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

拙
稿
で
は
、
杜
甫
の
多
く
の
鳥
の
中
か
ら
、「
鸚
鵡
」
と
「
鷦
鷯
」
に
つ

い
て
取
り
上
げ
て
、
考
察
し
て
き
た
。
今
後
、
や
は
り
自
身
を
託
し
た
表
現

の
見
え
る
「
鷗
」
の
場
合
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

【
注
】

（
１
）
川
合
康
三
「
杜
甫
の
ま
わ
り
の
小
さ
な
生
き
物
た
ち
」（『
生
誕
千
三

百
年
記
念　

杜
甫
研
究
論
集
』、
二
○
一
三
年
九
月
、
中
国
詩
文
研
究

会
編
、
研
文
出
版
）
で
は
、「
杜
甫
が
身
近
な
小
動
物
の
描
出
に
と
り

わ
け
熱
心
な
の
は
、
成
都
の
浣
花
草
堂
に
い
た
時
期
に
集
中
し
て
い

る
」
と
し
、「
詩
の
中
の
蟲
や
鳥
が
寓
意
的
な
意
味
を
負
わ
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
単
に
外
界
の
一
部
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
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っ
た
。
そ
の
と
こ
ろ
が
従
来
の
詩
と
大
き
く
異
な
る
。
杜
甫
以
前
の

詩
の
な
か
で
は
、
小
動
物
も
人
が
与
え
た
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
よ

っ
て
詩
の
な
か
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ

ま
で
見
て
き
た
杜
甫
の
詩
の
な
か
の
小
さ
な
生
き
物
た
ち
―
「
蜻

蜓
・
鸂
鶒
」「
魚
児
・
燕
子
」「
燕
・
鷗
」「
蛺
蝶
・
蜻
蜓
」
に
は
固
定

し
た
意
味
づ
け
が
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）『
中
國
文
学
報
』
十
七
号
、
中
国
文
学
会
（
京
都
大
学
）、
一
九
六
二

年
十
月

（
３
）『
日
本
文
学
誌
要
』
五
十
一
号
、
法
政
大
学
、
一
九
九
五
年
三
月

（
４
）『
札
幌
国
語
研
究
』
第
十
五
号
、
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校
、
二
○
一

○
年

（
５
）
據
宋
紹
興
本
点
校
・
明
本
補
欠
排
印
、
汪
紹
楹
校
、
中
文
出
版
社
、

一
九
八
○
年
十
二
月

（
６
）
唐
・
徐
堅
輯
、
京
華
出
版
社
、
二
○
○
○
年
五
月

（
７
）『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
十
七
号
、
二
松
学
舎
大
学
人
文
学
会
、

一
九
八
○
年

（
８
）『
杜
甫
引
得
』
哈
佛
燕
京
学
社
引
得
特
刊
十
四
、
燕
京
大
学
貝
公
楼
、

一
九
六
六
年

（
９
）
植
木
久
行
著
『
唐
詩
の
風
景
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九

九
九
年
四
月
）
第
一
部
（
一
）「
長
安
―
花
は
舞
う　

大
唐
の
春
―
」

の
「
紫
閣
峰
」
の
項
に
、「
圭
峰
山
の
東
に
は
、
隠
棲
地
と
し
て
名
高

い
紫
閣
峰
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
三
峰
（
紫
閣
・
白
閣
・
黄
閣
）
の
中

で
も
紫
閣
峰
は
、
紫
煙
た
な
び
く
仙
境
を
連
想
さ
せ
、
神
仙
や
道

士
・
隠
者
の
住
居
に
ふ
さ
わ
し
い
。」
と
述
べ
、「
渼
陂
」
の
項
で
は

「
都
長
安
の
西
南
郊
外
、
鄠こ

県け
ん

（
戸
県
）
の
な
か
に
、
周
囲
十
四
里

（
七
キ
ロ
強
）
の
大
き
な
池
「
渼
陂
」
が
あ
っ
た
（
譚
其
驤
『
中
国
歴

史
地
図
集
』
第
五
冊
）。
渼
陂
は
「
美
陂
」
と
も
書
く
（『
元
和
郡
県

図
志
』
巻
二
）。
こ
の
池
は
、
今
日
も
な
お
戸
県
城
（
甘
亭
鎮
）
の
西

約
二
キ
ロ
の
陂
頭
村
（
西
安
市
の
西
南
約
四
十
キ
ロ
）
に
、
小
さ
な

「
渼
陂
湖
」
と
し
て
現
存
す
る
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、「
渼
陂
は
、
終

南
山
の
諸
谷
か
ら
流
れ
出
る
清
澄
な
水
を
豊
か
に
た
た
え
、
水
鳥
が

菱
や
蓮
の
間
を
ぬ
っ
て
楽
し
げ
に
泳
ぎ
、
青
い
瑠
璃
色
を
し
た
水
面

の
南
に
は
、
終
南
山
の
峰
々
（
紫
閣
峰
・
白
閣
峰
）
が
、
濃
い
陰
を

く
っ
き
り
と
落
と
し
て
い
た
。
渼
陂
の
詩
跡
化
は
、
杜
甫
の
詩
に
始

ま
っ
た
。
杜
甫
は
天
宝
十
三
年
（
七
五
四
）、
四
十
三
歳
の
と
き
、
好

奇
心
旺
盛
な
友
人
岑
参
兄
弟
に
誘
わ
れ
て
「
波
濤
万
頃
」
の
こ
の
池

を
訪
れ
て
舟
遊
び
を
し
、「
渼
陂
の
行
」
を
作
っ
た
。」
と
指
摘
し
て

い
る
。

（
10
）
開
元
中
、
嶺
南
献
白
鸚
鵡
、
養
之
宮
中
、
歳
久
、
頗
聰
慧
、
洞
暁
言

詞
。
上
及
貴
妃
皆
呼
為
雪
衣
女
。
性
既
馴
擾
、
常
縦
其
飲
啄
飛
鳴
、

然
亦
不
離
屏
幃
間
。
上
令
以
近
代
詞
臣
詩
篇
授
之
、
数
遍
便
可
諷
誦
。

上
毎
与
貴
妃
及
諸
王
博
戯
、
上
稍
不
勝
、
左
右
呼
雪
衣
娘
、
必
飛
入

局
中
鼓
舞
、
以
乱
其
行
列
、
或
啄
嬪
御
及
諸
王
手
、
使
不
能
争
道
。

忽
一
日
、
飛
上
貴
妃
鏡
台
、
語
曰
、「
雪
衣
娘
昨
夜
夢
為
鷙
鳥
所
搏
、

将
尽
於
此
乎
」。
上
使
貴
妃
授
以
多
心
経
、
記
誦
頗
精
熟
、
日
夜
不
息
、

若
懼
禍
難
、
有
所
禳
者
。
上
与
貴
妃
出
於
別
殿
、
貴
妃
置
雪
衣
娘
于

歩
輦
竿
上
、
与
之
同
去
。
既
至
、
上
命
従
官
校
猟
於
殿
下
、
鸚
鵡
方

戯
於
殿
上
、
忽
有
鷹
搏
之
而
斃
。
上
与
貴
妃
歎
息
久
之
、
遂
命
瘞
于

苑
中
、
為
立
塚
、
呼
為
鸚
鵡
塚
。（
唐
宋
資
料
筆
記
叢
刊
『
明
皇
雑
録

　

東
観
奏
記
』
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）

（
11
）『
新
唐
書
』
巻
二
二
一
下
、
西
域
伝
下
（
康
国
伝
）
に
、「
康こ
う

な
る
者

は
、
一
に
薩
末
鞬
（
サ
マ
ル
カ
ン
ド
）
と
曰
ひ
、
亦
た
颯
末
建
と
曰

ふ
。
貞
観
の
時
、
歳
に
金
桃
、
銀
桃
を
入
貢
す
。
詔
に
て
苑
中
に
植

ゑ
令
む
。」
と
あ
る
。

（
12
）『
正
倉
院
へ
の
道
―
天
平
の
至
宝
』
米
田
雄
介
・
児
島
建
次
郎
著
、
雄

山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
十
月

（
13
）『
詳
註
』
巻
十
七
の
「
鸚
鵡
」
の
仇
兆
鰲
の
注
に
「
此
下
八
章
、
乃
雑

詠
物
類
、
蓋
即
所
見
以
寓
意
也
。」（
此
の
下
八
章
、
乃す
な
わち
物
類
を
雑

詠
す
。
蓋け
だ

し
見
る
所
に
即
し
て
以
て
意
を
寓
す
る
な
り
）
と
あ
り
、

黄
鶴
注
に
「
此
詩
句
句
含
不
遇
之
意
、
蓋
託
以
自
況
。」（
此
の
詩

句
句
不
遇
の
意
を
含
む
。
蓋
し
託
す
る
に
自
ら
の
況さ
ま

を
以
て
す
）
と

あ
る
。

（
14
）
新
釈
漢
文
大
系
『
礼
記　

上
』
竹
内
照
夫
著
、
明
治
書
院
、
昭
和
四

十
七
年
四
月
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杜甫の詩における「鳥」のイメージについて

（
15
）
新
書
漢
文
大
系
『
文
選　

賦
篇
二
』、
高
橋
忠
彦
著
・
今
井
佳
子
編
、

明
治
書
院
、
平
成
十
六
年
六
月

（
16
）
注
（
15
）
に
同
じ
。

（
17
）『
中
国
文
人
の
思
考
と
表
現
』、
村
上
哲
見
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊

行
委
員
会
編
、
平
成
十
三
年
七
月

（
18
）
興
膳
宏
「
嵆
康
の
飛
翔
」（『
中
國
文
学
報
』
十
六
、
一
九
六
二
年
四

月
）

（
19
）
朱
鶴
齢
の
注
に
「
此
の
詩
は
禰
衡
賦
中
の
語
を
檃い
ん

括か
つ

す
る
に
似
た
り
。

聰
明
な
ら
ば
則
ち
「
性
は
慧け
い

弁べ
ん

に
し
て
能
く
言
ひ
、
才
は
聰
明
に
し

て
以
て
機
を
識し

る
」
な
り
。
別
離
な
ら
ば
則
ち
「
母
子
の
長
く
隔
て

ら
る
る
を
痛
み
、
伉こ
う

儷れ
い

の
生
き
な
が
ら
離
る
る
を
哀
し
む
」
也
。」

（
以
下
略
）
と
あ
り
、
禰
衡
の
「
鸚
鵡
賦
」
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
敷
衍

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
）『
詳
註
』
引
く
顧
宸
の
注
に
「
此
れ
才
人
の
路
を
失
ひ
、
身
を
異
族
に

託
す
る
の
感
有
る
は
分
明
に
し
て
、
魏
武
の
楊よ
う

修し
ゅ
うに

お
け
る
、
隋ず

い

煬よ
う

の
薛せ

つ

道ど
う

衡こ
う

に
お
け
る
が
如
く
、
皆
所い

わ
ゆ
る謂

「
復
た
損そ

こ

な
わ
る
る
を
憐
れ

む
」
な
り
。」
と
あ
る
。
後
漢
末
の
楊
修
は
、
曹
操
の
主
簿
と
し
て
仕

え
、
よ
く
隠
語
を
解
し
た
が
、
後
曹
操
に
忌
ま
れ
て
誣ふ

殺さ
つ

さ
れ
た
人

物
で
あ
り
、
隋
の
薛
道
衡
は
隋
文
帝
の
時
に
、
上
開
府
を
務
め
、
顕

官
で
あ
っ
た
が
、
煬
帝
が
即
位
し
た
際
、「
文
皇
帝
の
頌
」（
文
皇
帝

を
ほ
め
た
た
え
る
文
）
を
献
じ
た
と
こ
ろ
、
不
興
を
買
い
、
自
尽
を

命
じ
ら
れ
た
人
物
。
い
ず
れ
も
、
権
力
者
に
一
度
は
重
用
さ
れ
た
が
、

後
に
文
学
の
才
が
禍
し
て
殺
害
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
「
鸚
鵡
」

を
杜
甫
が
作
っ
た
際
、
杜
甫
自
身
、
あ
る
い
は
杜
甫
が
共
感
を
寄
せ

て
い
る
詩
人
が
、
筆
禍
な
ど
を
蒙
る
危
険
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

（
21
）『
吉
川
幸
次
郎
全
集　

第
十
二
巻
』
所
収
。
吉
川
幸
次
郎
著
、
筑
摩
書

房
、
一
九
六
八
年
六
月
初
版
、
一
九
九
八
年
九
月
第
五
刷

（
22
）『
唐
代
詩
人
論　

下
』
鈴
木
修
次
著
、
鳳
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
四
月

（
23
）『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
第
四
十
九
号
、
全
国
漢
文
教
育
学
会
、
平

成
二
十
一
年
十
一
月

（
24
）
興
膳
宏
「
小
鳥
の
飛
翔
―
阮
籍
・
張
華
か
ら
郭
象
へ
―
」（『
松
浦
友

久
博
士
追
悼
記
念
中
国
古
典
文
学
論
集
』
研
文
出
版
、
二
○
○
六
年

三
月
、
松
浦
友
久
博
士
追
悼
記
念
中
国
古
典
文
学
論
集
刊
行
会
編
）

で
は
、
阮
籍
の
書
簡
に
見
え
る
小
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
比
喩
を

通
し
て
、『
荘
子
』
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
魏
晋
人
の
理
解
の
問
題
を

考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

阮
籍
の
思
索
は
、
真
実
を
求
め
る
思
索
者
と
現
実
を
生
き
る
生
活

者
と
の
相
克
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
鵬
と
学
鳩
の
間
で
揺
れ
つ
づ

け
て
い
る
が
、
し
か
し
本
来
の
『
荘
子
』
的
な
鵬
へ
の
一
方
的
な

傾
倒
は
も
は
や
な
く
、
学
鳩
の
立
場
に
も
そ
れ
な
り
に
理
解
を
示

す
。
そ
の
後
を
受
け
た
張
華
「
鷦
鷯
賦
」
で
は
、
阮
籍
よ
り
も
い

っ
そ
う
生
活
者
と
し
て
の
観
点
か
ら
、「
鷦
鷯
」
に
代
表
さ
れ
る
小

鳥
の
立
場
へ
の
理
解
が
深
め
ら
れ
る
。
郭
象
の
『
荘
子
』
理
解
は
、

先
達
の
注
釈
に
対
し
て
払
わ
れ
た
関
心
と
と
も
に
、
直
接
的
に

『
荘
子
』
の
テ
ク
ス
ト
に
関
わ
ら
な
い
魏
晋
の
文
学
作
品
か
ら
の
影

響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
一
面
が
必
ず
や
あ
る
に
違
い
な

い
。

（
25
）『
詳
注
』（
巻
二
十
二
）
は
、
同
詩
の
「
蟋
蟀
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
注
し
て
い
る
。

『
詩
（
経
）』
に
「
蟋
蟀
堂
に
在
り
、
歳
聿こ
こ

に
其
れ
暮
る
」
と
あ
る
。

古
詩
に
「
晨
風　

苦
心
を
懐
き
、
蟋
蟀　

局
き
ょ
く

促そ
く

を
傷
む
」
と
あ
る
。

�

（
長
野
県
短
期
大
学　

多
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科　

日
本
語
日
本
文
化
専
攻
）
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（
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絡
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長
野
県
長
野
市
三
輪
８
―
４
９
―
７
）

�

（
平
成
28
年
４
月
４
日
受
付
、
平
成
28
年
５
月
23
日
受
理
）


