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都
大

夙r

経
書
の
中
の
片
言
隻
句
が
､
時
代
に
麿
じ
て
意
味
に
ず
れ
を
生
じ

つ
つ
も
､
途
方
も
な
-
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
､
人
々
の
思
考
を
呪

縛
し
っ
づ
け
た
と
い
う
中
国
特
有
の
現
象
は
､
た
と
え
ば
例
の

｢詩

言
志
｣
の
場
合
も
､
そ
の
一
つ
に
教
え
ら
れ
る
｡

｢
舜
典
｣
の
文
脈

に
お
け
る

｢
詩
｣
は
､
公
的
な
場
で
奏
さ
れ
る
音
楽
の
歌
詞
を
指
す

ら
し
-
､
も
と
よ
-
近
代
の
詩
人
が
い
か
に
個
性
を
と
ぎ
す
ま
し
た

言
語
表
現
を
作
-
あ
げ
る
か
に
行
為
の
慣
値
を
か
け
た

｢詩
｣
で
は

き

な
い
｡
禁
官
聾
に
向
か
っ
て
舜
が
頚
し
た
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
の

言
葉
は
､
そ
れ
が
元
来
組
み
込
ま
れ
て
い
た
文
脈
か
ら
離
脱
し
て
､

時
代
の
文
学
概
念
､
個
人
の
詩
観
に
よ
る
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
'
文

学
の
根
本
テ
ー

ゼ
の
一
つ
と
し
て
､
君
臨
し
っ
づ
け
た
｡
詩
が
｢志
｣

の
表
現
で
あ
る
と
規
定
す
る
以
上
､
詩
の
受
容
者
は
ま
ず

｢
志
｣
の

解
明
に
力
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
｡

『
重
文
類
東
』
で
は

｢
言
志
｣

の
綱
目
に
収
め
ら
れ
て
い
る
院
籍
の

｢
詠
懐
詩
｣
に
つ
い
て
も
､
た

と
え
ば
黄
節
の

『
阪
歩
兵
詠
懐
詩
注
』
は
'
そ
の
自
序
で

｢
志
｣
を

ヽ

堰
-
お
こ
す
こ
と
に
努
め
た
旨
､
公
言
す
る
｡

｢
其
の
志
に
於
い
て

は
則
ち
務
め
て
明
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
求
め
ん
と
欲
す
｡
｣

そ
こ
に

は
､

｢文
に
隠
避
多
き
｣
(李
善
)
詠
懐
詩
の
背
後
の
事
象
を
捜
る
こ

と
に
熱
心
な
､
先
行
す
る
注
搾
家
に
封
す
る
黄
節
の
反
榛
が
う
か
が

ヽ

わ
れ
る
｡

｢余
は
其
の
事
に
於
い
て
は
敢
え
て
妄
附
せ
ず
｡
｣

と
こ
ろ
で

｢詩
言
志
｣
の

｢志
｣
と
は
'

｢
聖
遥
之
志
｣
と

｢
性

情
之
志
｣

と
の
両
様
に
解
揮
さ
れ
う
る
｡

(羅
根
津

『中
国
文
学
批
評

史
』
四
二
ペ
ー
ジ
｡
ま
た
鐘
楼

｢揮
詩
言
志
｣
で
は
'
両
者
を

｢政
治
方
向
｣'

｢
日
常
個
人
情
感
｣
と
い
い
わ
け
る
.

『中
国
文
学
講
演
集
』
所
収
)
そ
し

て
輩
節
の
い
う

｢
志
｣
は
､
前
者
の
意
味
で
あ
る
｡
彼
の
注
樺
の
目

的
は
､
そ
の
自
序
に
よ
れ
ば
､
詠
懐
詩
の
意
義
を
喧
停
し
て
昔
時
の

混
乱
表
徴
し
た
状
況
か
ら
人
々
を
救
-
こ
と
に
あ
っ
た
｡

一
方
､
黄

節
以
後
の
院
籍
論
者
は

｢
性
情
之
志
｣
と
し
て
の

｢
志
｣
の
究
明
に

努
め
る
よ
う
に
み
え
る
.
軍
晦
し
た
言
語
表
現
の
嚢
に
織
-
込
め
ら

れ
た
心
理
の
あ
や
模
様
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
か
け
て
は
､
こ
と
に

戦
後
の
日
本
で
大
き
な
仕
事
が
相
聡
い
だ
｡
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わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
先
人
の
業
に
よ
っ
て
､
詠
懐
詩
の
生
ま
れ

た
状
況
を
推
測
し
て
み
る
こ
と
も
､
ま
た
院
籍
の
外
界
に
封
す
る
意

園
や
内
面
の
情
感
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
も
'
必
ず
し
も
不
可
能
で

は
な
-
な
っ
た
.
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
ら
は
果
た
し
て
詩
の
第

一

の
機
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
千
数
百
年
を
隔
て
た
今
日
も
詠
懐
詩
を

詩
と
し
て
感
受
で
き
る
と
し
た
ら
､
そ
れ
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
｡
表
現
と
分
離
さ
れ
た
内
容
の
抽
出
､
抽
出
さ
れ
た
内

容
に
よ
る
院
籍
の
人
間
像
の
構
築
､
そ
れ
は
必
ず
し
も
直
接
に
詩
の

享
受
を
助
け
る
も
の
で
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

た
し
か
に
黄
節
は
､
詩
以
外
の
諸
々
の
事
象
に
よ
っ
て
詩
を
解
決

し
て
し
ま
お
う
と
す
る
こ
と
の
非
に
気
が
つ
い
て
い
た
､
と
い
え
る
｡

だ
が

｢
志
｣
の
探
索
者
た
ち
に
は
､
作
品
よ
り
も
作
者
が
優
位
に
立

つ
と
い
う
こ
と
が
'
白
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

再
び

｢詩
言
志
｣
に
も
ど
れ
ば
'
｢
志

｣

の
捜
求
に
熱
心
な
あ
ま
-

(二
つ
の
｢志
｣
の
ど
ち
ら
で
あ
れ
)､

｢詩
｣

の
方
を
閑
却
し
か
ね
な

(-
)

い
の

だ

｡

こ
こ
で
は
､
そ
う
し
た
従
来
の
､
詩
の
迭
-
手
の
方

へ
さ
か
の
ぼ

ろ
う
と
す
る
方
向
と
は
逆
に
､
受
容
す
る
側
に
詩
が
も
た
ら
す
効
果

院

籍

の

飛

和

(川
合
)

の
方

へ
注
目
し
て
み
る
d
そ
し
て

一
つ
の
読
み
方
の
例
と
し
て
､
除

籍
の
詩
中
の

｢鳥
｣
を
と
-
あ
げ
る
｡
鳥
に
よ
っ
て
詩
人
は
何
を
表

わ
そ
う
と
し
て
い
る
か
､
で
は
な
-
､
な
ぜ
鳥
な
の
か
'
鳥
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
ど
ん
な
表
現
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
､
を
主

な
関
心
と
す
る
｡

こ
う
し
た
観
鮎
か
ら
詠
懐
詩
を
読
み
な
お
し
て
み
る
契
機
を
輿
え

ら
れ
た
の
は
､
稀
康
の
詩
中
の
鳥
が
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
興

膳
宏

｢稀
康
の
飛
和
｣
(『中
国
文
学
報
』
第
十
六
筋
.
本
稿
の
題
も
そ
の

論
題
を
借
-
た
｡)ー
お
よ
び
ガ
ス
ト
ソ
･
バ
シ
ニ
フ
ー
ル
の
い
-
つ
か

の
著
作
､
と
-
わ
け
上
昇
の

｢
力
動
的
想
像
力
｣
を
扱

っ
た

『
空
と

夢
』
(宇
佐
見
英
治
諾
O
但
し
原
題
は

『大
気
と
夢
想
』
と
諸
す
べ
き
か
｡)

で
あ
-
､
両
氏
に
負
う
と
こ
ろ
少
な
-
な
い
｡

梁
の
江
滝
が
彼
に
先
立
つ
五
言
詩
を
三
十
の
ス
タ
イ
ル
に
分
け
､

そ
の
一
つ
一
つ
に
模
擬
し
た

｢薙
鮭
詩
｣
三
十
首

(『文
選
』
撃
≡

)

(2
)

の
l
首
は
､
匪
籍

｢詠
懐
｣
に
充
て
ら
れ
て
い
る
D
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珊

青
島
海
上
遊

馨
期
帯
下
飛

沈
浮
不
相
宜

羽
翼
各
有
蹄

親
観
可
終
年

抗
溝
安
是
非

朝
雲
乗
襲
化

光
耀
世
所
希

精
衛
衝
木
石

誰
能
測
幽
微

青
鳥
は
海
上
に
遊
び

駕
期
は
高
下
に
飛
ぶ

よ
ろ

沈
浮
す
る
に
相
宜
し
か
ら
ず

羽
賀
各
お
の
蹄
す
る
有
れ
ば
な
-

瓢
観
と
し
て
年
を
絡
う
可
し

抗
潰
た
る
も
安
ん
ぞ
是
非
あ
ら
ん

朝
雲
は
襲
化
に
乗
ず

ま

光
耀
は
世
の
希
れ
な
る
併
な
-

精
衛

木
石
を
衝
む
も

誰
か
能
-
幽
微
を
測
ら
ん

麿
鳩
飛
乗
倫

海
鳥
遅
天
地

豊
不
識
宏
大

羽
翼
不
相
宜

招
格
安
可
糊

不
若
栖
樹
枝

下
集
達
文
間

上
遊
園
圃
離

但
爾
亦
自
足

用
子
馬
追
随

儲
鳩
は
桑
稔
に
飛
び

海
鳥
は
天
池
を
還
る

山豆
に
宏
大
を
識
ら
ざ
ら
ん
や

よろ

羽
翼

相
宜
し
か
ら
ざ
れ
ば
な
-

いず
く

招
藩
と
し
て
安
ん
ぞ
招
け
る
可
け
ん
や

す

樹
枝
に
栖
む
に
若
か
ざ
る
な
-

下
は
蓬
文
の
間
に
集
い

上
は
圃
園
の
解
に
遊
ぶ

しか

但
だ
爾
-
し
て
亦
た
自
足
す

子
を
用

っ
て
追
随
す
る
を
馬
さ
ん

84

大
海
原
を
悠
々
と
飛
行
す
る

｢青
鳥
｣
､

一
方
潅
木
の
し
げ
み
を

-
ぐ
っ
て
飛
び
か
-

｢鳩
斯
｣
'

江
滝
が
い
み
じ
-
も
そ
の
二
句
を

も

っ
て
う
た
い
お
こ
し
た
よ
-
に
'
院
籍
の

｢詠
懐
｣
八
十
二
首
に

は
､
鳥
が
､
そ
れ
も
大
小
二
種
類
に
封
比
ざ
れ
た
鳥
が
'
繰
-
返
し

て
現
わ
れ
る
｡
ま
ず
､
江
滝
の
模
擬
詩
と
最
も
関
聯
の
深
い
第
四
十

IeI･I

六
首
を
掲
げ
よ
う
｡

第
二
句
の

｢海
鳥
｣
と
呼
ば
れ
る
鳥
が
､
日
常
を
超
越
し
た
宏
大

な
空
間
に
は
は
た
-
の
に
勤
し
､
第

一
句
の

｢鴬
鳩
｣
と
い
う
鳥
の

方
は
､
地
表
の
よ
も
ぎ
か
ら
せ
い
ぜ
い
か
き
ね
ま
で
､
そ
-
し
た
狭

-
小
さ
な
日
常
空
間
に
棲
息
す
る
卑
小
な
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い
る
｡
鴬
鳩
は

『
征
子
』
適
温
遊
篤
の
冒
頭
､
例
の
南
冥
を
飛
和
す

る
鵬
に
封
比
さ
れ
､
鵬
を
咽
笑
す
る

｢
小
鳥
｣
(郭
負
注
)
で
あ
-
､

な
ら
ば
海
鳥
は
鵬
に
相
鷹
ず
る

｢
大
鳥
｣
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
詠



懐
詩
の
中
で
は
か
に
大
鳥
に
展
す
る
も
の
に
は
､
鴻
･鵠
･鶴
･焦
明
･

鷲
鴛
･際
な
ど
が
あ
-
､

小
鳥
に
は
燕
雀
･弟
鶴
･鳩
な
ど
の
名
が
挙

げ
ら
れ
る
｡
そ
う
し
た
鳥
た
ち
が
封
比
さ
れ
て
現
わ
れ
る
句
を
拾

っ

て
み
る
と
､

寧
輿
燕
雀
和

不
随
黄
鵠
飛

⇔

黄
鵠
遊
四
海

中
路
渚
安
野

(其
八
)

雲
間
看
玄
鶴

抗
志
揚
哀
聾

一
飛
沖
青
天

噴
世
不
再
鳴

⇔

山豆輿

弟
鶴
遊

むし
寧
ろ
燕
雀
と
輿
に
招
け
る
も

責
鵠
に
障

っ
て
は
飛
ば
ず

黄
鵠
は
四
海
に
遊
ぶ
も

は

い
ず
こ

中
路
に
し
て
渚

た
安
に
か
蹄
ら
ん

雲
間
に
玄
鶴
有
-

志
を
抗
げ
哀
聾
を
揚
ぐ

つ

一
た
び
飛
び
て
青
天
を
沖
き

噴
世

再
び
は
鳴
か
ず

豊
に
鵡
為
と
遊
び

連
尉
戯
中
庭

連
願
と
し
て
中
庭
に
戯
れ
ん
や

(其
二
十

一
)

高
鳥
和
山
岡

高
鳥
は
山
岡
に
和
げ
る

TJ

燕
雀
棲
下
林

燕
雀
は
下
林
に
棲
む

(其
四
十
七
)

焦
明
遊
浮
雲

焦
明
は
浮
雲
に
遊
ぶ

⇔

よ
ろ
二

鴨
場

嬉
庭
樹

鳴
鳩
は
庭
樹
に
嬉
ぶ

(其
四
十
八
)

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
大
鳥
は
常
に
高
山
､
大
空
､
な
い
し

は
神
話
的
な
宏
大
な
世
界
を
行
動
の
場
と
し
､
そ
れ
に
封
し
て
小
鳥

は
日
常
的
な
空
間
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
｡
居
住
空
間
に
違
い
が
あ

る
よ
-
に
､
時
間
的
に
も
､
大
鳥
が
日
常
を
超
越
し
た
時
間
を
生
き

る
の
に
対
し
て
､
小
鳥
の
方
は
人
間
的
な
時
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
｡
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第
二
十
九
軌

封
比
的
な
特
徴
を
更
に
抽
出
す
れ
ば
､
大
鳥
は

l
羽
で
登
場
す
る
こ

と
が
多
い
の
に
､
小
鳥
は
集
圏
で
現
わ
れ
､

l
羽
で
あ
る
が
た
め
に

大
鳥
が
孤
猪
に
伴
う
悲
哀
感
を
帯
び
て
い
る
の
に
封
し
て
､
小
鳥
は

常
に
嬉
々
と
し
た
状
態
に
あ
る
｡
ま
た
､
大
鳥
は
大
空
を
飛
和
す
る

運
動
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
､
緊
張
し
た
､
意
志
的
な
姿
を
み
せ
る
の

だ
が
､
小
鳥
の
方
は
狭
い
場
所
に
安
住
し
た
静
止
状
態
に
あ
-
､
弛

緩
し
非
意
志
的
で
無
気
力
､
も
し
-
は
そ
こ
に
自
足
し
て
い
る
､
と

大
ま
か
な
が
ら
区
別
で
き
よ
-
0

こ
の
よ
う
な
大
小
二
種
の
鳥
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
､
院
籍
に
始
ま

る
わ
け
で
は
な
い
o
彼
の
思
想
が
深
-
関
わ
る

『
荘
子
Lu､

そ
れ
は

詠
懐
詩
の
語
粂
全
般
に
影
を
お
と
し
て
い
る
が
､
そ
の
造
造
遊
鈴
､

先
に
挙
げ
た
鵬
と
鯛
･鷺
鳩
と
の
封
置
に
結
い
て
､

さ
ら
に
鵬
と
斥

鵠
な
る
小
鳥
が
封
比
さ
れ
る
｡ヽ

-
･･･烏
有
-
o
其
の
名

鵬
と
為
す
｡
背
は
泰
山
の
如
し
O
巽
は

1

天
に
垂
る
る
雲
の
若
し
｡
扶
揺
を
持
ち
､
羊
角
し
て
上
る
卦
九
寓

まさ

里
｡
雲
気
を
紹
ち
､
青
天
を
負
い
､
然
る
後
に
南
を
固
る
｡
且

に

ゆ

ヽ
ヽ

南
冥
に
適

か
ん
と
す
る
也
｡
斥

鶏

之
を
笑
い
て
日
わ
-
､
彼
且

い
す
こ

に

葵

に
適
か
ん
と
す
る
や
｡
我
は
騰
躍
し
て
上
る
も
､
敷
仮
に
過

ぎ
ず
し
て
下
ち
､
蓬
茜
の
間
に
期
期
す
｡
此
れ
亦
た
飛
の
至
也
｡

而
る
に
彼
且
に
葵
に
適
か
ん
と
す
る
や
､
と
.
此
れ
中
大
の
癖
也
.

こ
の
寓
話
は
､

｢
小
知
は
大
知
に
及
ぼ
ざ
｣
る
こ
と
を
､
重
ね
て

説
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､

『
楚
鮮
』
卜
居
で
は
､
屈
原

の
ジ
レ
ン
マ
を
鳥
に
仮
託
し
て
い
う
｡

む
し

ヽ

ヽ

な
ら

は

ヽ
ヽ

寧

ろ

黄

鴇

と
巽
を

比

べ

ん
か
｡
婿

た
鶏
鷲
と
食
を
撃
わ
ん
か
O

九
章
･渉
江
の
乱
に
も
､
｢賢
臣
｣
と

｢護
俊
｣
の
比
喰

(王
逸
注
)

と

し

て
'

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

鷲
鳥
･鳳
皇
､
日
に
以
て
遠
ざ
か
-
､
燕
雀
･烏
鶏
､
堂
壇
に
轟

く

つゝ
0

同
じ
-
九
章
の
懐
沙
に
も

｢聖
人
は
困
厄
し
､
小
人
は
志
を
得
る

を
言
う
｣
(壬
逸
)
と
い
-
二
句
､
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ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

鳳
皇
は
薮
に
在
-
､
難
鷺
は
和
舞
す
.

飛
和
の
文
学
と
い
う
系
譜
を
尋
ね
れ
ば
､
そ
の
主
座
に
据
え
ら
れ

る
べ
き

『
楚
軒
』
､

ま
た
響
話
の
中
に
古
代
人
の
想
像
力
の
成
果
を

ゆ
た
か
に
見
出
し
う
る

『
荘
子
』
､

そ
れ
ら
に
現
わ
れ
る
個
々
の
イ

メ

ー
ジ
を
検
討
す
る
こ
と
は
今
お
-
と
し
て
､
こ
こ
で
は
大
鳥
-
小

鳥
の
封
比
が
早
-
か
ら
中
国
人
の
表
象
の
中
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
確

認
し
て
お
こ
う
｡

右
の
語
例
か
ら
も
う

一
つ
注
意
し
て
お
-
べ
き
こ
と
は
､
大
鳥
は

肯
定
さ
れ
､
小
鳥
は
否
定
さ
れ
る
役
割
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
｡
京

都
を
帯
揚
す
る
湊
賦
で
も
､
大
鳥
ば
か
-
が
め
で
た
き
土
地
に
棲
む

鳥
と
し
て
名
を
連
ね
る
o

班
固

｢
西
都
賦
｣
(『文
選
』
巻
l
)
に
､

｢玄
鶴
･白
鷺
､
黄
鵠
･鵜
笹
､
鶴
鵡
･鴇
鴇
､
鼻
鴛
･鴻
雁
､
朝
に
河

海
を
頚
し
､
夕
に
江
漢
に
宿
る
｡
｣

と
い
う
の
を
は
じ
め
と
し
て
､

張
衡
の

｢
西
京
賦
｣
(同
名
二
)
･
｢南
都
賦
｣
(巻
四
)､
左
思
の

｢呉

都
賦
｣
(巻
五
)､
い
ず
れ
も

｢鳥
は
則
ち
-
-
｣

に
績
-
鳥
の
名
の

列
挙
は
､

大
鳥
に
展
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
O

晋
の
陳
情
の

｢
大
鵬
賛
｣
か
ら
李
白
の

｢
大
鵬
賦
｣
に
至
る
ま
で
､
も
っ
ぱ
ら
大

阪

籍

の

飛

和

(川
合
)

鳥
を
う
た
い
あ
げ
る
文
学
の
系
譜
も
あ
る
｡
さ
か
の
ぼ
れ
ば
お
そ
ら

-
粗
宴
信
仰
､
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
な
ど
に
淵
源
を
も
つ
の
だ
ろ
う
が
､

非
日
常
的
な
､
聖
性
を
帯
び
た
鳥
､
ま
た
そ
れ
に
類
す
る
大
鳥
､
そ

れ
が
中
国
で
は
鳥
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
-
､

小
鳥
は
い
わ
ば
そ
れ
の
ひ
き
た
て
役
と
し
て
登
場
す
る
に
す
ぎ
な
い
｡

と
こ
ろ
が
院
籍
の
場
合
､
大
鳥
と
小
鳥
と
を
上
述
の
よ
う
な
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
の
中
で
捉
え
､
そ
の
い
ず
れ
に
彼
の
志
向
が
傾
-
か
と
い

う
こ
と
は
､
詠
懐
詩
全
鰻
に
み
ら
れ
る
矛
盾
錯
綜
に
よ
っ
て
様
々
で

あ
る
｡
先
に
挙
げ
た
第
四
十
六
首
で
は
､
大
鳥
の
巽
を
も
た
ぬ
以
上
､

小
さ
な
鳥
と
し
て
小
さ
な
世
界
に
安
住
す
べ
き
だ
と
し
て
､
小
鳥
の

生
き
方
を
肯
定
す
る
｡
第
八
首
も
､
黄
鶴
の
ま
ね
を
し
て
み
た
と
こ

ろ
で

｢
短
縮
追
う
も
逮
ば
ざ
｣
(沈
約
注
)
る
故
に
､
燕
雀
の
仲
間
に

入
る
こ
と
を
選
ぶ
｡
(八
五
貫
参
照
)
反
射
の
例
を
畢
げ
れ
ば
八
五
頁

に
引
い
た
第
二
十

一
首
の
末
六
句
ー
弟
鶴
を
き
っ
ぱ
-
打
消
し
て
玄

鶴

へ
の
一
腹
化
を
う
た
う
｡
ま
た
第
四
十
三
首
で
は
､
小
鳥
は
現
れ

な

いが
､

｢郷
曲
の
士
｣
を
否
定
し
て
､
そ
れ
と
対
比
さ
れ
た
鴻
鵠

を
肯
定

す
る
｡
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第
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十
九
州

鴻
鵠
相
随
飛

飛
飛
適
荒
南

讐
紹
凌
長
風

須
臭
寓
里
逝

朝
餐
頭
坪
寅

夕
宿
丹
山
際

抗
身
青
雲
中

網
羅
執
能
制

山豆
輿
郷
曲
士

捕
手
共
言
誓

鴻
鵠

相
随
い
て
飛
び

飛
び
飛
び
て
荒
南
に
適
-

蟹
紹

長
風
を
凌
ぎ

須
臭
に
し
て
寓
里
逝
-

朝
に
班
坪
の
賓
を
餐
し

夕
に
丹
山
の
際
に
宿
す

身
を
青
雲
の
中
に
抗
げ
れ
ば

た
れ

網
羅

執
か
能
-
制
せ
ん

豊
に
郷
曲
の
士
と
輿
に

手
を
捕
え
て
共
に
言
誓
せ
ん
や

ア

ソ

チ

ノ

ミ

ー

こ
の

｢
矛
盾
｣
を

二

律

背

反

と

し
て
捉
え
る
こ
と
は
､
匪
籍
を
讃

む
講
み
方
と
し
て
､
妥
首
で
な
い
｡
詠
懐
詩
は
今
み
る
こ
と
の
で
き

る
八
十
二
首
を
､
相
互
補
完
的
に
作
用
し
あ
う

一
つ
の
ま
と
ま
-
と

し
て
讃
む
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
或
る
詩
の
中
で
示
さ
れ
た
判
断
は
確
定

的
な
も
の
で
は
な
-
､
そ
れ
を
否
定
す
る
判
断

へ
移
行
す
る
可
能
性

を
讃
者
の
側
で
裏
打
ち
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
詩
は
革
に

一
つ
の
判

断
の
提
示
で
あ
る
こ
と
を
や
め
､
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ソ
ト
な
心
象
の
､

動
的
な
､
生
ま
生
ま
し
い
表
現
と
な
る
｡
江
滝
の
模
擬
詩
が
わ
れ
わ

れ
に
物
足
-
な
さ
を
覚
え
さ
せ
る
の
は
､
そ
れ
が
小
鳥
の
肯
定
を
述

べ
る

一
首
だ
け
で
､
そ
こ
に
諦
観
し
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

(も
っ
と
も
一
首
で
代
表
さ
せ
る
と
し
た
ら
､
こ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

も
思
わ
れ
る
が
｡
ち
な
み
に
'

『
江
文
通
集
』
に
収
め
る

｢教
院
公
｣
詩
十

五
首
の
中
に
は
'
大
鳥
と
小
鳥
と
の
対
比
を
述
べ
る
詩
は
み
ら
れ
な
い
O)
玩

キ
ヤ
パ

籍
の
場
合
､
大
鳥
か
ら
小
鳥
ま
で
括
れ
動
-
振
幅
全
鰹
を
彼
の
容

ンテ
イ

量

と
し
て
承
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
間
の
た
ゆ
た
い

に
こ
そ
､
詠
懐
詩
の
身
上
が
あ
る
の
だ
か
ら
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
小
鳥
の
肯
定
も
､
魂
晋
の

産
物
の
よ
う
だ
｡
院
籍
の
賞
語
を
う
け
た
と
い
う
逸
話
を
も
つ
張
華

の

｢
鰭
始
賦
｣
(『文
選
』
巻

三
一)
は

｢
鷹
島
は
小
鳥
也
o
高
菜
の
間

そ
だ

に
生
ま
れ
､
藩
範
の
下
に

長

つ

｡
尋
常
の
内
に
糊
-
集
い
､
而
う
し

て
生
生
の
理

足
れ
-
-
-
｣
の
序
で
は
じ
ま
-
､

一
第
の
作
品
を

小
鳥
の
栴
揚
に
献
げ
る
｡
ま
た

『
荘
子
』
遭
造
遊
篇
の
先
に
引
用
し

た
箇
所
を
､
院
籍
よ
-
や
や
後
れ
る
郭
象
は
こ
う
解
揮
す
る
の
で
あ

る
｡
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各
お
の
性
を
得
る
を
以
て
至
と
為
し
､
自
ら
壷
-
す
を
極
と
馬

さき

す
也
｡
向
に
二
森

翼
を
殊
に
し
､
故
に
至
る
所
同
じ
か
ら
ず
､

お

た

或
い
は
天
池
に
翰
和
し
､
或
い
は
志
を
檎
坊
に
畢

う
'
直

だ
各
お

か
な

ゆ
え
ん

の
鰹
に

稀

い

て
足
-
､
然
る

所

以

を

知
ら
ざ
る
を
言
う
也
｡
今
は

小
犬
の
軒
､
各
お
の
自
然
の
素
有
-
､
既
に
紋
慕
の
及
ぶ
所
に
非

ざ
れ
は
､
亦
た
各
お
の
其
の
天
性
に
安
ん
じ
､
異
な
る
所
以
を
悲

し
ま
ざ
る
を
言
う
｡
故
に
之
を
再
出
す
｡

貌
晋
の
激
動
は
､
鳥
の
順
位
に
ま
で
逆
韓
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
だ

ろ
う
か
｡
院
籍
の
懐
疑
は
､
こ
の
時
代
の
精
神
と
切
-
離
せ
な
い
で

あ
ろ
う
｡二

院
籍
と
並
稀
さ
れ
る
栖
康
の
詩
に
も
､
鳥
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
｡

し
か
し
稀
康
に
お
い
て
は
､
大
鳥
-
小
鳥
の
関
係
は
目
立
た
ず
､
顕

著
な
の
は
興
謄
宏
氏
が
己
に
説
か
れ
た
よ
う
に
鳥
-
網
の
関
係
で
あ

る
.

(｢穂
康
の
飛
糊
｣)
こ
の
違
い
は
両
者
の
全
鮭
に
関
わ
る
相
違
を

示
し
て
は
い
ま
い
か
｡
網
は
鳥
の
飛
行
を
阻
止
す
る
も
の
､
自
由
な

院

籍

の

飛

期

(川
合
)

運
動
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
-
､
明
ら
か
に
鳥
の
敵
封
物
で
あ
る
｡

鳥
を
A
と
す
れ
ば
､
網
は
a
n
t
l
A
と
し
て
現
わ
さ
れ
る
｡
と
こ

ろ
が
大
鳥
と
小
鳥
の
封
比
の
場
合
は
､
第

一
章
で
み
た
と
お
-
､
宏

大
な
世
界
を
飛
糊
す
る
鳥
と
､
手
の
屈
-
あ
た
-
を
は
ば
た
く
に
す

ぎ
ぬ
鳥
と
の
封
比
で
あ

っ
た
｡
小
鳥
が
形
態
的
に

｢
小
さ
い
｣
こ
と

は
附
随
的
な
特
徴
に
す
ぎ
ず
､
何
よ
-
も
ま
ず
飛
行
能
力
の
な
い
鳥
､

大
鳥
の
第

1
義
的
な
特
徴
を
喪
失
し
た
鳥
な
の
だ
O
だ
か
ら
大
鳥
を

A
と
す
れ
ば
､
小
鳥
は
n
o
n
A
と
し
て
表
記
さ
れ
る
.
播
康
の
A

-

a
n
t
l
A
に
封
し
て
匪
籍
の
A
-
n
o
n
A
､
こ
の
固
式
は
鳥

l

の
場
合
の
み
な
ら
ず
､
遊
仙
詩
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
.
楢
康

脚

の
神
仙
願
望
に
封
置
さ
れ
る
の
は
､
俗
界
で
あ
っ
た
｡
(興
膳
前
掲
論

l

文
参
照
)

俗
人
不
可
親

俗
人
は
親
し
む
可
か
ら
ず

松
喬
是
可
鄭

松
喬
是
れ
鄭
す
可
し

(｢五
言
詩
｣
三
首
其
三
)

と

こ
し

長
輿
俗
人
別

長

え

に
俗
人
と
別
れ
ん



中
国
文
革
報

第
二
十
九
筋

誰
能
親
其
縦

誰
か
能
-
其
の
縦
を
親
ん

(｢遊
仙
詩
｣
)

仙
と
俗
は
封
立
概
念
で
あ
-
､
栖
康
は
た
め
ら
-
こ
と
な
-
神
仙

の
世
界
を
希
求
し
っ
づ
け
る
.
玩
籍
は
か
-
明
瞭
に
は
割
-
切
ら
な

い
｡
仙
界
そ
の
も
の
の
存
在
を
疑
い
､
或
い
は
ま
た
自
分
が
仙
界
の

佳
人
に
な
-
え
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
快
を
捨
て
き
れ
な
い
｡

可
閲
不
可
見

煉
慨
嘆
容
駐

日
傷
非
嘩
類

愁
苦
楽
相
加

下
撃
而
上
達

忽
忽
賂
如
何

聞
-
可
き
も
見
る
可
か
ら
ず

煉
慨
し
て
嘆
き
苓
嵯
す

自
ら
嘩
穀
に
非
ざ
る
を
傷
み

愁
若
衆
-
て
相
加
う

下
撃
し
て
上
達
す
と
い
う
も

よ

忽
忽
と
し
て
賂
た
如
何
せ
ん

(其
七
十
八
)

採
薬
無
旋
返

神
仙
志
不
符

逼
此
良
可
惑

令
我
久
蹟
蹄

昔
有
神
仙
士

乃
虚
射
山
阿

爽
雲
御
飛
龍

嘘
吸
職
場
華

薬
を
採
る
も
の
旋
返
す
る
無
-

あ

神
仙

志
は
符
わ
ず

ま
こ

此
に
逼
ら
れ
て
良
と
に
惑
う
べ
し

我
を

し
て
久
し
-
蹟
蹄
せ
し
む

(其
四
十

一
)

昔
し
神
仙
の
士
有
-
て

乃
ち
射
山
の
阿
に
慮
る

雲
に
乗
-
て
飛
龍
を
御
し

嘘
唆
し
て
填
華
を
殿
-

仙
界
の
非
在
､
そ
し
て
ま
た
神
仙
た
-
う
る
能
力
を
も
た
な
い
自

ヽ

己
､
つ
ま
-
お
の
れ
の
非
仙
､
そ
れ
は
神
仙
に
封
立
す
る
も
の
で
は

な
く
､
A
･
n
o
n
A
の
型
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
A
･
a
n

I
･･
A
型
の
稿
康
の
場
合
､
ひ
と
た
び
A
を
選
揮
す
る
と
､
そ
の
切

れ
味
の
よ
い
否
定
の
精
神
は
妥
協
を
許
さ
ず

a
n
t
-
A
に
向
か
っ

て
明
確
な
封
立
､
反
授
を
打
ち
つ
け
る
.

A
･
n
c,
n
A
型
の
院
籍

の
場
合
､

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
内
に
寵
も
-
､
た
ち
む
か
う
べ
き
対
象
を

見
出
し
え
な
い
ま
ま
防
復
す
る
は
か
な
い
｡

両
者
の
精
紳
構
造
を
圃
式
化
､
単
純
化
し
て
み
る
こ
と
は
こ
こ
ま

で
と
し
て
､
再
び
鳥
に
関
心
を
ひ
き
も
ど
そ
う
｡
稀
康
の
よ
う
に
鳥
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に
対
し
て
網
が
措
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
､
そ
こ
に

｢
紀
封
の
自
由

に
あ
こ
が
れ
る
-
-
強
い
志
向
｣
(興
陪
)
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
.

網
は
ま
た
魚
を
捕
え
る
道
具
で
も
あ
る
｡
そ
し
て
鳥
と
魚
を
封
に
し
､

ど
ち
ら
も
網
も
し
-
は
そ
れ
に
歎
す
る
道
具
に
よ
っ
て
そ
の
身
を
拘

束
さ
れ
る
と
い
う
封
句
は
､
稽
康
に
限
ら
ず
頻
見
す
る
､
常
套
的
な

修
辞
で
あ
る
｡
封
句
の
形
に
並
列
さ
れ
て
あ
ら
わ
に
な
る
鳥
と
魚
と

の
共
通
の
本
質
は
､
と
も
に
自
由
な
生
き
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
｡

鳥
も
魚
も
三
次
元
の
空
間
を
運
動
す
る
能
力
を
も
つ
､
つ
ま
-
本
来

自
由
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
､
そ
れ
が
自
由
を
喪
失
す
る
こ
と
を
'

網
と
い
う
人
工
物
を
も
ち
だ
す
観
念
的
操
作
を
加
え
て
比
愉
す
る
の

で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
玩
籍
が
､
飛
べ
な
い
鳥
-

小
鳥
と
'
飛
べ
る
鳥

-

大
鳥
と
を
封
比
し
て
い
る
こ
と
は
､

｢
自
由
｣
に
観
念
的
に
短

絡
さ
せ
る
前
に
'
飛
ぶ
と
い
う
運
動
の
具
鮭
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
検
討

し
て
み
る
手
績
き
が
踏
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
バ
シ
ュ

ラ

ー
ル
の
言
葉
を
借
-
れ
ば
'

｢鳥
は
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
が
､
魚

は
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
｡
｣

の
だ
｡
魚
の
特
性
に
は
な
-
'
鳥
の

特
性
に
こ
そ
数
え
ら
れ
る
運
動
-

飛
糊
､
す
な
わ
ち
垂
直
に
向
か

臨

席

の

飛

糊

(川
合
)

う
運
動
に
､
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

三

空
を
招
け
る
運
動
を
可
能
と
す
る
も
の
に
は
､
鳥
の
は
か
に
仙
人

の
飛
昇
が
あ
る
｡
仙
人
の
飛
昇
と
鳥
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
､
匪
籍
の
鳥
の
飛
糊
が
よ
-
明
瞭
な
形
を
結
ぶ
か
も
し
れ
な

ヽ
0
】廿n

楢
康
の
詩
の
中
の
鳥
の
飛
糊
が
､
超
俗
の
願
望
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
は
､

興
膳
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
(｢枯
康
の
飛

一

期
｣)
王
子
喬
と
共
に
天
界
を
飛
行
す
る
こ
と
を
願
う
詩

(｢重
作
四
言

TIQ)

詩
｣
其
六
)
に

は

､

l

授
我
押
葉

我
に
細
葉
を
授
-
れ
ば

自
生
羽
翼

自
ら
羽
翼
生
ず

羽
賀
は
飛
行
を
合
理
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
に
は
鳥
と
仙

人
と
の
同

一
化
が
認
め
ら
れ
る
｡
楢
康
の
場
合
､
｢自
由
｣
の
形
象
化

で
あ
る
鳥
は
､
超
俗
の
貴
現
で
あ
る
仙
人
と
､
殆
ん
ど
重
な
-
合
う
｡



中
国
文
畢
報

第
二
十
九
筋

院
籍
の
鳥
の
飛
和
も
､

神
仙
の
希
求
に
連
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
は

ず
だ
が
､
飛
糊
の
仕
方
に
つ
い
て
み
て
み
る
な
ら
ば
､
鳥
と
神
仙
と

の
間
に
相
違
の
方
が
目
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ま
ず
神
仙
の
飛
行

に
つ
い
て
の
句
を
拾

っ
て
み
る
と
､
第
二
首
､
鄭
交
酉
に
玉
を
授
け

て
姿
を
滑
し
た
と
い
う
二
人
の
紳
女
の
飛
糊
を
､

二
妃
遊
江
潜

二
妃

江
演
に
遊
び

ヽ
ヽ

迫
造
順
風
和

遣
造
し
て
風
に
順
い
て
糊
け
る

第
十
首
で
は
､
誰
の
遊
仙
詩
に
も
き
ま
っ
て
登
場
す
る
王
子
喬
の

こ
と
を
､

蔦
見
王
子
喬

蔦
ん
ぞ
王
子
喬
の

ヽ
ヽ

乗
雲
糊
郡
林

雲
に
乗
-
て
郡
林
に
和
け
る
を
見
ん

第
五
十
七
首
で
は
､

ヽ
ヽ

新
都
徒
風
飛

脚
細
と
し
て
風
に
従
い
て
飛
び

悠
悠
去
故
居

悠
悠
と
し
て
故
居
を
去
る

こ
の
詩
に
は
誰
の
こ
と
か
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
､
こ
れ
に
緯
-

さ

さし
し
め

句
に
｢
離

-
て
玉
山
の
下
を

度

し

ー穀
-
と
暑
れ
と
を
遺
棄
せ
ん
｡
｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
､
西
王
母
の
住
む
玉
山
へ
飛
ん
で
行
-
こ
と
が
わ

か
-
､
や
は
-
仙
人
の
飛
行
に
虜
す
る
｡
｢
昔

耐
仙
の
士
有
り
｣

で
始
ま
る
第
七
十
八
首
に
は
'

ヽ
ヽ

乗
雲
御
飛
龍

雲
に
乗
-
て
飛
龍
を
御
し

く
ら

嘘
嚇
磯
竣
華

嘘
脇
し
て
墳
華
を

磯
う

仙
人
の
呼
吸
法
を
鮭
得
し
､

仙
人
の
食
物
を
食
べ
る

｢神
仙
の

士
｣
の
飛
行
で
あ
る
｡

傍
鮎
を
つ
け
た

｢
順
風
｣
､
｢
乗
雲
｣
､
｢
徒
風
｣
な
ど
か
ら
わ
か
る

と
お
-
､
こ
れ
ら
神
仙
の
飛
行
は
､
い
ず
れ
も
風
や
雲
に
さ
か
ら
わ

ず
､
む
し
ろ
そ
れ
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
浮
上
し

鰹
を
運
ば
れ
る
､
そ
う
し
た
軽
や
か
な
'
重
量
感
の
な
い
飛
昇
で
あ

る
｡
紳
仙
の
飛
行
の
場
合
に
は
､
風
や
雲
が
飛
行
に
協
力
的
に
作
用
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す
る
､
な
い
し
は
飛
行
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
｡

一
方
､
鳥
の
飛
和
の
場
合
の
風
や
雲
と
の
関
係
を
み
る
と
､
第
四

十
首
に
は
､

ヽ
ヽ

蔦
得
凌
有
翼

蔦
ん
で
凌
署
の
巽
を
得
て

親
窺
登
雲
親

瓢
親
と
し
て
雲
魂
に
登
ら
ん

第
四
十
三
首
で
は
､

鴻
鵠
相
随
飛

鴻
鵠
相
騒
い
て
飛
び

飛
飛
適
荒
商

飛
び
飛
び
て
荒
高
に
適
-

ヽ
ヽ
ヽ

嬰
繍
凌
長
風

讐
細

長
風
を
凌
ぎ

須
果
寓
里
逝

須
典
に
し
て
寓
里
逝
-

第
四
十
九
首
で
は
､

高
鳥
摩
天
飛

高
鳥

天
を
摩
し
て
飛
び

ヽ
ヽ

凌
雲
共
遊
嬉

雲
を
凌
い
で
共
に
遊
嬉
す

阪

籍

の

飛

糊

(川
合
)

い
ず
れ
も
鳥
と
風
･雲
の
間
に

｢
凌
｣
の
字
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
｡

凌
の
訓
は

｢升
也
｣
､
｢乗
也
｣
だ
け
で
お
さ
ま
-
き
る
も
の
で
は
な

(4
)

-
､

｢犯
也
｣
ま
た

｢相
冒
占
し
て
過
ぐ
る

也

｣

と
訓
ぜ
ら
れ
る
こ

と
さ
え
あ
る
よ
-
に
､
力
の
括
抗
す
る
封
象
に
向
か
い
､
よ
-
大
き

な
力
量
を
も
っ
て
そ
れ
を
の
り
こ
え
上
に
出
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ

こ
に
は
せ
め
ぎ
あ
う
封
象
物
を
お
き
え
つ
け
る
力
動
感
が
､

｢升
｣

の
場
合
に
は
な
い
も
の
と
し
て
'
生
ず
る
｡
た
と
え
ば
魂
の
明
帝
が

建
て
た
と
い
う
高
蔓
が

｢凌
雲
観
｣
と
解
せ
ら
れ
た
と
い
-
の
も
､

建
物
の
垂
直
に
の
び
る
力
動
感
'
高
さ
と
勢
い
の
強
調
が
こ
め
ら
れ

て
の
こ
と
だ
ろ
う
.
従

っ
て
'
院
籍
の
鳥
の
飛
和
に
は
'
巽
と
風
･

雲
と
の
間
に
封
立
的
な
力
関
係
が
存
在
し
､
大
鳥
は
せ
め
ぎ
あ
う
風

･雲
に
う
ち
か
っ
て
､

そ
れ
を
の
り
こ
え
て
上
昇
し
て
い
-
の
で
あ

る
｡ま

た
､
第
九
首
に
は
､

ヽ
ヽ

寒
風
振
山
岡

寒
風

山
岡
に
振
い

ヽ
ヽ

玄
雲
起
垂
陰

玄
雲

重
陰
を
起
こ
す

鳴
雁
飛
南
征

鳴
雁

飛
び
て
南
に
征
き
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第
二
十
九
勅

題
敵
襲
哀
膏

趨
駿

哀
書
を
顎
す

第
七
十
九
首
に
は
､

林
中
有
奇
鳥

林
中
に
奇
烏
有
-

日
吉
是
鳳
風

自
ら
言
う
是
れ
鳳
風
な
-
と

ヽ
ヽ

た
ま

通
達
南
風
起

適
た
ま
南
風
の
起
こ
る
に
逢
い

羽
翼
自
推
薦

羽
翼
自
ら
推
蔵
す

寒
風
､
玄
雲
､
商
風

(秋
風
)
､
そ
れ
ら
風
や
雲
は
､
仙
人
に
と
っ

て
は
風
･雲
が
飛
昇
に
好
意
的
に
作
用
し
､

飛
昇
の
手
段
で
す
ら
あ

っ
た
の
と
は
反
封
に
､
鳥
の
飛
糊
に
射
し
て
不
都
合
な
状
況
を
作
-

だ
す
も
の
で
あ
る
o
院
籍
の
鳥
の
飛
糊
は
､
そ
-
し
た
飛
和
を
妨
げ

る
障
害
と
上
昇

へ
の
意
志
と
が
角
逐
し
､
そ
の
抵
抗
に
う
ち
か
っ
て

昇

っ
て
い
-
力
強
さ
､
雄
壮
さ
を
も
っ
て
い
る
｡
抵
抗
は
風
や
雲
と

の
間
に
生
ず
る
だ
け
で
は
な
い
｡
神
仙
の
飛
昇
が
そ
れ
自
腹
に
重
量

感
の
な
い
､
垂
や
か
な
飛
行
だ
っ
た
の
に
封
し
て
､
鳥
は
自
分
の
重

力
を
も
､
自
分
の
意
志
と
は
ば
た
き
で
も
ち
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ヽ
ヽ

抗
身
青
雲
中

身
を
青
雲
の
中
に
抗
ぐ
れ
ば

網
羅
執
能
制

網
羅

勤
か
能
-
制
せ
ん

(其
四
十
三
)

不
見
南
飛
鷲

見
ず
や
南
に
飛
ぶ
鷲
の

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

羽
翼
正
差
池

羽
翼
正
に
差
池
す
る
を

(其
五
十

一
)

こ
の
よ
う
な
鳥
の
飛
和
と
仙
人
の
飛
昇
と
の
間
の
著
し
い
差
異
は
､

他
の
詩
人
の
場
合
'
は
っ
き
-
し
た
区
別
が
認
め
が
た
い
｡
た
と
え

ば

『
楚
鮮
』
劉
向
の
九
歎
､
遠
遊
で
は
､

ヽ
ヽ

讐
若
王
僑
之
乗
雲
今

誓
え
ば
王
僑
の
雲
に
来
る
が
若
-

ヽ

載
赤
軍
而
漢
太
清

赤
署
に
載
-
て
太
清
を
汝
が
ん

｢乗
雲
｣
と

｢
漢
｣
と
が
､
仙
人
の
飛
昇
の
叙
述
に
漬
け
て
用
い
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ら
れ
て
い
る
｡
魂
の
文
帝
の

｢
折
楊
柳
行
｣
に
は
､

身
陸
生
羽
翼

身
鮭

羽
翼
生
じ

軽
挙
乗
浮
雲

軽
零
し
て
浮
雲
に
乗
る

軽
や
か
な
仙
人
の
昇
行
を
か
-
い
う
か
と
思
え
ば
'
同
じ
-
貌
文

帝

｢喜
零
賦
｣
(『文
選
』
二
七
石
崇

｢王
明
君
詞
｣
李
善
住
所
引
)
で
は
､

思
寄
身
於
鴻
鷲

身
を
鴻
鷲
に
寄
せ

畢
六
覇
而
軽
飛

六
覇
を
畢
げ
て
軽
-
飛
ば
ん
こ
と
を
思
う

魂
の
下
蘭

｢質
速
太
子
表
｣
(『重
文
類
緊
』
奄
1
六
)
に
も

｢鷲
鳳

は
翼
を
挙
げ
ー
衆
鳥
は
風
に
随
う
｣
と
あ
る
如
-
､
｢畢
六
繍
｣
は
た

し
か
に
大
鳥
の
上
昇
に
通
わ
し
い
が
､
し
か
し
そ
れ
に
績
け
て

｢軽

飛
｣
と
い
う
｡
し
ば
し
ば
比
較
の
媒
介
と
し
て
き
た
稿
康
に
も
例
を

求
め
る
と
､

｢琴
賦
｣
(『文
選
』
巻
一
入
)
に
､

是
に
於
て
遊
生
の
士
､
柴
期
･給
李
の
噂
､

-
-
周
旋
し
て
永
-

院

籍

の

飛

期

(州
含

ヽ
ヽ

望
み
､
選
と
し
て
凌
飛
す
る
が
若
し
｡

李
善
が

｢言
う
こ
こ
ろ
は
鳥
の
凌
ぎ
飛
ぶ
が
若
し
｡
｣

と
注
す
る

よ
う
に
､
仙
人
と
鳥
の
飛
糊
は
同

一
と
さ
れ
ー
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に

も
､

ヽ

む
か

譜
に
日
わ
-
､
扶
務
を
凌
い
で
濠
洲
に
憩
い
､
列
子
を

要

え

て
好

仇
と
為
す
o

仙
人
の
飛
昇
を

｢
凌
｣
字
で
述
べ
る
｡
引
用
を
省
-
が
､
『
文
選
』

所
収
の
遊
仙
詩
で
も
､
仙
人
た
ち
は

｢
陵
｣

(-
凌
)
と
い
う
飛
び
方

で
空
を
飛
ぶ
｡

こ
う
し
て
み
て
-
る
と
､
院
籍
の
場
合
の
､
軽
や
か
な
仙
人
の
飛

昇
と
､
重
-
､
力
の
み
な
ぎ
っ
た
大
鳥
の
飛
和
と
の
封
比
が
､

1
屠

あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
-
る
､
と
い
え
よ
う
｡

で
は
こ
の
よ
う
な
飛
和
を
す
る
鳥
と
玩
籍
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ

る
の
か
､
例
と
し
て
己
に
部
分
約
に
引
用
し
た
第
二
十

一
首
の
全
鰻

を
み
て
み
ヰ
っ
O
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九
枚

於
心
懐
寸
陰

義
陽
渚
欲
冥

揮
枚
撫
長
剣

仰
観
浮
雲
征

雲
間
有
玄
鶴

抗
志
揚
哀
聾

一
飛
沖
青
天

頻
世
不
再
鳴

山豆
輿
弟
逸
遊

蓮
尉
戯
中
庭

心
に
寸
陰
を
懐
き

義
陽
膳
に
冥
れ
ん
と
欲
す

枚
を
揮
い
て
長
剣
を
撫
し

仰
い
で
浮
雲
の
征
-
を
観
る

雲
間
に
玄
鶴
有
-

志
を
抗
げ
哀
聾
を
揚
ぐ

一
た
び
飛
び
て
青
天
を
沖
き

喋
世

再
び
は
鳴
か
ず

山豆
に
鶴
過
と
遊
び

連
細
と
し
て
中
庭
に
戯
れ
ん
や

時
間
の
逼
迫
す
る
日
暮
､
焦
燥
に
駆
-
た
て
ら
れ
た
詩
人
は
､
何

か
行
動
に
立
ち
む
か
う
か
の
よ
う
に
身
構
え
る
｡
そ
し
て

｢
仰
観
浮

雲
征
｣
｡

こ
こ
ま
で
観
鮎
は
な
お
地
上
に
置
か
れ
て
い
る
が
､

そ
の

日
に
-
つ
っ
た
も
の
は

｢
雲
間
有
玄
鶴
｣
｡

こ
の
あ
た
-
か
ら
地
上

の
詩
人
は
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ー
｢
抗
志
揚
哀
聾
｣
､
い
つ
の
ま
に
か

鳥
と

一
腹
化
し
て
し
ま
う
｡
稀
康
の
鳥
は
抽
象
概
念
の
擬
人
化
さ
れ

た
も
の
で
あ
-
､
寓
意
的
比
職
の
核
と
な
る
概
念
が
容
易
に
指
摘
で

き
た
6
院
籍
の
こ
の
詩
で
は
隠
境
が
時
間
に
沿

っ
て
組
み
立
て
ら
れ

メタ
モ
ルフオ
ーゼ

て
い
き
､
そ
れ
は

襲

容

に

属
す
る
比
職
で
あ
る
｡
そ
し
て
す
で

に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
飛
糊
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
運
動
感
が
､
鳥

へ

の
襲
身
､
烏

へ
の
同
化
の
リ
ア
-
テ
ィ
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡

四

バ
シ
ニ
フ
ー
ル
は

『
空
と
夢
』
の
中
で
､

ニ
ー
チ
ェ
の
詩
に
お
け

る
松
の
木
に
も
､
力
動
的
想
像
力
の
鮭
現
を
認
め
て
い
る
.
玩
籍
の

詩
で
も
､
松
を
は
じ
め
と
す
る
木
が
､
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
繰
-

返
し
歌
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
鳥
と
の
つ
な
が
-
と
い
う
鮎
か

ら
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
捜

っ
て
み
よ
う
｡

鳥
の
場
合
'

大
鳥
･小
鳥
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
は
第

一

章
で
み
た
と
お
-
だ
が
､
そ
れ
と
全
-
同
じ
対
比
を
､
院
籍
は
木
の

場
合
に
も
用
い
て
い
る
｡
第
二
十
六
首
で
は
､

建
木
誰
能
近

建
木

誰
か
能
-
近
づ
か
ん

射
干
復
輝
嫡

射
干

復
た
婦
嫡
た
-
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不
見
林
中
幕

見
ず
や

林
中
の
葛
の

延
蔓
相
勾
連

蔓
を
延
ば
し
て
相
勾
達
す
る
を

建
木
･射
千
と
い
っ
た
世
界
樹
が
､

人
の
近
づ
き
え
な
い
場
所
で

本
来
の
美
し
い
姿
を
葦
揚
し
て
い
る
の
に
封
し
て
､
日
常
的
な
空
間

で
卑
俗
な
営
み
を
緯
け
る
小
さ
な
植
物
と
し
て
葛
が
封
比
さ
れ
て
い

る
｡ま

た
鳥
の
飛
和
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
た

｢
凌
風
｣
は
､
木
の
場
合

に
も
使
わ
れ
て
い
る
｡
第
四
十
四
首
､

偉
物
終
始
殊

情
短
各
異
方

珪
坪
生
高
山

芝
英
輝
朱
堂

焚
焚
桃
李
花

成
践
照
夫
傷

蔦
敢
希
千
術

三
春
表
微
光

偉
物

終
始
殊
な
り

修
短

各
お
の
方
を
異
に
す

珪
坪
は
高
山
に
生
じ

芝
英
は
朱
堂
に
耀
-

焚
焚
た
る
桃
李
の
花

按
を
成
す
も
渚
に
天
傷
せ
ん
と
す

蔦
ん
ぞ
敢
え
て
千
(防
)術
を
希
わ
ん
や

三
春

微
光
を
表
わ
す

ヽ
ヽ
ヽ

よ

自
非
凌
風
樹

凌
風
の
樹
に
非
ざ
る
自

-
は

惟
棒
烏
有
常

惟
惇
し
て
烏
ん
ぞ
常
有
ら
ん

班
坪
･芝
英
と
い
っ
た
仙
界
の
植
物
で
な
い
桃
李
は
､

時
間
的
に

も
短
い
生
命
し
か
も
た
ず
､
空
間
的
に
も
小
さ
な
世
界
に
し
か
住
め

な
い
｡
そ
の
桃
李
と
封
比
さ
れ
る
の
が

｢
凌
風
樹
｣
で
あ
る
｡
こ
こ

に
も
､
飛
糊
す
る
大
鳥
の
巽
と
風
と
の
間
に
生
ま
れ
る
の
と
同
じ
関

係
が
､
木
と
風
と
の
間
に
生
ず
る
わ
け
で
､
木
が
風
と
抵
抗
し
っ
つ
'

上
に
向
か
っ
て
垂
直
に
延
び
て
い
-
､
そ
う
し
た
潜
在
的
な
運
動
感

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡

第
十
八
首
で
も
､
短
命
な
桃
李
と
永
遠
を
象
徴
す
る
松
と
が
､
封

比
さ
れ
て
い
る
｡
後
年
分
を
引
け
ば
､
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蔵
彼
桃
李
花

誰
能
久
焚
焚

君
子
在
何
許

嘆
息
未
合
井

謄
仰
景
山
松

彼

の
桃
李

の
花
を
観
る
に

誰
か
能
-
久
し
-
焚
焚
た
ら
ん

いず
こ

君
子

何
許

に
か
在
る

嘆
息
す

末
だ
合
井
せ
ざ
る
を

景
山
の
松
を
陪
仰
す
れ
ば

院

籍

の

飛

搾

(川
合
)
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第
二
十
九
肋

可
以
慰
吾
情

以
て
吾
が
情
を
慰
む
可
し

大
鳥
が
空
間
的
に
大
き
な
世
界
を
行
動
の
場
と
す
る
の
み
な
ら
ず
､

時
間
的
に
も
日
常
を
超
越
し
た
時
間
､
永
遠
に
連
な
る
も
の
で
あ

っ

た
よ
う
に
､
桃
李
と
松
と
の
封
比
は
､
ま
ず
時
間
の
長
短
に
あ
る
｡

松
は
周
知
の
と
お
-
､
永
遠
の
生
命
の
象
徴
と
し
て
常
用
さ
れ
る
植

物
で
あ
る
が
､
更
に
も
う

一
つ
､
よ
-
直
裁
に
硯
覚
に
訴
え
る
イ
メ

ー
ジ
を
､
こ
の

｢景
山
松
｣
に
よ
み
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡
｢
景

(5
)

山
｣
自
腹
､
す
で
に
高
い
山
を
意
味
す
る
に
し
て
も
､
景
山
と
松
と

が
結
び
つ
い
た
用
例
は
､

『
詩
経
』
に
求
め
ら
れ
る
｡
商
頭
の
殿
武
､

す
な
わ
ち

『
詩
経
』
の
一
番
最
後
の
詩
に
､

の
ば

捗
彼
景
山

彼
の
景
山
に

捗

れ

ば

松
柏
九
九

松
柏
九
九
た
-

そ
の
毛
侍
に

｢
九
九
は
易
直
也
｡
｣

材
木
と
し
て
使
う
の
に
適
わ

し
い
､
ま
っ
す
ぐ
な
木
と
い
-
の
が
､

『
詩
経
』
で
の
意
味
の
よ
う

だ

｡

｢
景
山
の
松
｣

と
い
う
言
葉
か
ら
す
ぐ

｢
九
九
｣
が
聯
想
で
き

る
も
の
と
し
た
ら
､

｢
景
山
松
｣
の
中
に
す
で
に
､
す
-

っ
と
垂
直

に
そ
び
え
た
っ
た
松
の
姿
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢
陪
仰
｣
と
い
う
動
詞
も
､
垂
直
に
の
び
る
松
を
追
う
硯
線
と
し
て
'

自
然
に
結
び
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
鳥
の
よ
う
に
顕
在
的
で
は
な

い
に
し
ろ
､
景
山
の
松
も
や
は
-
上
昇
の
蓮
動
感
､
力
動
感
を
内
蔵

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
鳥
に
托
し
た
の
と
同
じ
想
像
力
を
､
院
籍
は

木
に
も
形
象
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
､
附
け
加
え
て
お
こ
う
｡

そ
の
感
情
の
面
を
と
-
あ
げ
れ
ば
､

｢
八
十
二
首
の
す
べ
て
が
､

悲
哀
の
歌
で
あ
る
｣
(吉
川
幸
次
郎

｢院
籍
の
『詠
懐
詩
』
に
つ
い
て
｣
全

集
七
巻
)
こ
と
は
確
か
な
の
だ
け
れ
ど
も
､

わ
れ
わ
れ
の
素
朴
な
印

象
は
そ
れ
だ
け
で
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
｡
吉
川
博
士
は
ま
た

｢
中

国
の
文
学
の
中
で
最
も
調
子
の
高
い
詩
で
あ
る
｡
｣

と
も
､
い
わ
れ

る
O
(｢院
籍
俸
｣
同
上
)
こ
う
書
か
れ
た
の
は
､
テ
グ
ス
j･
の
分
析
を

通
し
た
知
的
説
得
力
を
も
つ
文
章
に
お
い
て
で
は
な
か
っ
た
｡

｢
調

子
の
高
い
詩
｣
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
の
､
少
な
-
と
も

一
つ
の
説
明
と
し
て
､
こ
の
飛
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
は
有
効
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
｡
詠
懐
詩
全
鰻
に
詩
と
し
て
の
力
韻
さ
､
生
命
力
を
輿
え
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て
い
る
の
は
､
大
き
な
鳥
が
重
-
よ
ど
む
大
気
を
振
-
扱
い
､
力
強

い
は
ば
た
き
に
よ

っ
て
垂
直
に
上
昇
し
て
い
-
､
意
志
と
緊
張
に
満

ち
た

エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ
ュ
な
飛
和
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
ろ
う
か
O

*
｢
あ
の
院
籍
の
詠
懐
詩
に
も
､
し
き
-
に
飛
鳥
が
詠
み
こ
ま
れ

て
い
た
｡
そ
れ
は
自
己
の
解
放
を
願

っ
て
の
､
ま
た
は
自
己
そ
の

も
の
か
ら
の
脱
出
を
托
し
た
も
の
で
あ

っ
た
し
､
ま
た
そ
れ
の
叶

わ
ぬ
こ
と
を
知
る
お
の
れ
を
慰
め
る
も
の
で
も
あ

っ
た
｡
い
ず
れ

に
し
て
も
ー
地
上
か
ら
の
脱
却
と
天
上

へ
の
飛
和
を
い
ざ
な
う
も

の
と
し
て
思
い
描
か
れ
た
切
貴
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
｡
｣

(入
矢

義
高

『
明
代
詩
文
』

一
七
ペ
ー
ジ
)

院
籍
の
鳥
の
も

つ

｢
意
味
｣
に
つ
い
て
は
､
本
稿
の
意
圏
を
越
え
､

右

の
引
用
を
借
-
て
お
-
以
上
の
こ
と
は
し
な
い
｡
た
だ
､
蛇
足
を

加
え
れ
ば
､
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
も
紹
介
し
て
い
る

ユ
ン
グ
涯
の
心
理
療

法
家

ロ
ベ
ー
ル
･ド
ズ
ヮ
ィ
ユ
の
治
療
法
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
｡

彼

は
患
者
に
鳥
の
身
振
り
を
ま
ね
さ
せ
た
の
で
あ

っ
た
｡
精
神
を
病
む

院

籍

の

飛

糊

(川
令

)

人
た
ち
が
鳥
に
な

っ
た
つ
も
-
で
懸
命
に
は
ば
た
い
て
い
る
姿
に
除

籍
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
､
そ
れ
は
滑
稽
と
い
う
よ
り
傷
ま
し
い
｡

す
ぐ
れ
た
文
学
は
､
泉
の
よ
う
に
お
の
ず
と
湧
き
お
こ
る
は
れ
や
か

な
創
造
力
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
場
合
よ
-
も
む
し
ろ
､
自
己
の
内
部

の
敏
如
の
修
復
'
お
の
れ
を
癒
す
た
め
の
や
む
を
え
ざ
る
し
わ
ざ
､

そ
こ
か
ら
期
せ
ず
し
て
派
生
す
る
場
合
が
往

々
に
し
て
あ
る
が
､
阪

籍

の
詩
も
そ
う
し
た
産
物
の

一
つ
で
あ
ろ
う
｡

附
記以

上
は
昭
和
五
十
年
'
第
二
十
七
回
日
本
中
閲
学
舎
で
の
口
頭
襲
表
を

も
と
に
'
筆
を
加
え
稿
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡

注
(1
)

作
品
を
作
者
に
従
屈
さ
せ
る
こ
と
を
否
定
し
'
作
品
こ
そ
研
究
の

封
象
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
'
い
わ
ゆ
る
ロ
シ
ア
･
フ
ォ
ル

マ
リ
ス
ム
に
層
す
る
人
々
の
諸
論
考
'
及
び
プ
ラ
ハ
栴
造
主
義
の
ヤ
ソ

･
ム
カ
ジ
ョ
フ
ス
キ
ー

(E≠

ェ
コ
構
造
美
学
論
集
1PL
平
井

･
千
野
諾
)

な
ど
を
参
照
.

な
お

｢詩
言
志
｣
の
命
題
に
つ
い
て
は
'
朱
自
活

『詩
言
志
沸
し

に

詳
し
い
が
'
別
な
硯
鮎
か
ら
の
検
討
を
加
え
て

｢今
日
的
｣
な
意
味

を
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第
二
十
九
柵

引
き
出
す
こ
と
も
吋
能
で
あ
ろ
う
こ
と
を
附
記
し
て
お
-
O

(2
)

『
漠
貌
請
名
家
集
nj
所
収
'
明
'
程
柴
校
本

『
陳
嗣
宗
集
』
で
は
'

他
の
一
首
と
い
れ
か
わ
-
に
､こ
の
詩
が
除
籍
の
作
と
し
て
収
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
O

(松
本
幸
男

LF院
籍
の
生
涯
と
詠
懐
詩
=二､

1
九
七
七
'

木
耳
社
O
同

｢除
籍
の

コ
詠
懐
詩
rl
に
つ
い
て
｣
'
〓
止
命
館
文
学
』
三

八
四

二
二
八
五
合
併
蛎
)
松
本
氏
は

『
詩
紀
』
よ
-
も
程
柴
本
の
方
が

原
型
に
近
い
か
と
い
わ
れ
る
が
'

こ
の
詩
の
場
合
は
'

す
で
に

『
文

選
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
'
江
滝
の
作
と
解
し
て
お
-
0

(3
)

詠
懐
詩
の
引
用
お
よ
び
篇
次
は

『
詩
紀
』
に
よ
る
｡
但
し
第
四
十

ヽ

ヽ

六
首
の
第

一
句

｢擬
鳩
｣
の
み
は
'
通
行
本
に
従
っ
て

｢
腐
鳩
｣
に
改

め
た
｡

(4
)

『
文
選
』
雀
三
張
衡

｢東
京
賦
｣
凌
天
地
｡
帝
綜
注
､
凌
'
升
也
o

同
雀

l
五
張
衡

｢思
玄
賦
｣
凌
駕
雷
之
坑
儒
今
O
李
善
引
蕃
注
'
凌
'

乗
也
｡

F
楚
鮮
』

｢九
歌
'
圃
蕩
｣
凌
余
陣
今
慮
余
行
.
王
逸
注
'
凌
'
犯
也
o

F
史
記
』

｢
天
官
書
｣
相
陵
馬
闘
｡
集
解
引
孟
康
注
'
陵
'
相
目
占
過

也
｡

(5
)

『
文
選
｣
巻
三
四
'
曹
植

｢
七
啓
｣
崇
景
山
之
高
基
｡
李
善
注
'

基
若
景
山
､
言
極
高
也
｡

同
巻

一
八
'
成
公
綬

｢噛
賦
｣
陵
景
山
｡
李
善
注
'
景
山
'
大
山
也
｡

な
ど
｡
李
善
注
は

『
詩
経
』
都
風
･定
之
万
中

｢景
山
輿
京
｣

の
毛
俸

｢景
山
'
大
山
｡｣
に
揺
る
｡
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