
『
研
究
ノ
ー
ト
』

楽
府
「
艶
歌
行
」
古
辞
を
読
む

松
　
家
　
裕
　
子

　
中
国
で
漢
の
時
代
に
民
開
で
う
た
わ
れ
て
い
た
と
い
う
、
楽

府
・
相
和
歌
「
艶
歌
行
」
の
古
辞
を
読
ん
で
み
よ
う
。
そ
の
目
的

は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
も
ち
ろ
ん
「
艶
歌
行
」
古
辞
そ
の
も
の
や

そ
の
周
辺
の
作
品
を
よ
り
正
し
く
、
豊
か
に
解
釈
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
新
し
い
方
向
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
も
試
み
た

い
。
も
う
一
つ
は
、
「
艶
歌
行
」
古
辞
と
い
う
実
例
に
即
し
て
、

相
和
歌
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
中
国
の
古
典
詩
歌
の
読
み
か
た
を
、
示

す
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
　
「
艶
歌
行
」

　
ま
ず
、
「
艶
歌
行
」
の
原
文
を
挙
げ
る
。

Ｉ
　
謳
圖
堂
前
燕
　
コ
回
覧
回
｛
回
叫
ぞ
甘
冨
口

２
　
冬
蔵
夏
来
見
　
Ｄ
ｏ
ｎ
ｇ
　
ｃ
ａ
ｎ
ｓ
　
ｘ
i
a
　
l
a
i
　
ｊ
ｉ
ａ
ｎ

３
　
兄
弟
両
三
人
　
Ｘ
ｉ
ｏ
ｎ
ｇ
ｄ
ｉ
　
ｌ
ｉ
ａ
ｎ
ｇ
　
ｓ
ａ
ｎ
　
ｒ
ｅ
ｎ

４
　
流
宕
在
他
県
　
ｒ
ｓ
ａ
コ
収
詐
‘
に
匠
甘

５
　
故
衣
誰
当
補
　
の
口
こ
多
Ｒ
ａ
‐
吻
冨

６
　
新
衣
誰
当
綻
　
ｘ
ヨ
も
回
Ｒ
ぽ
コ
収
斗
甘

７
　
頼
得
賢
主
人
　
ｒ
政
厭
と
回
斗
９
診

８
　
覧
取
為
我
組
　
ｒ
回
心
口
だ
ｓ
ｇ
り
斗
甘

９
　
夫
煩
従
門
来
　
『
口
Ｍ
Ｑ
ａ
口
吻
Ｉ
字
回

1
0
　
斜
拘
西
北
晒
　
Ｘ
ｉ
ｅ
　
ｋ
ｅ
　
ｘ
i
b
e
i
ヨ
ｉ
ａ
ｎ

Ｈ
　
語
卿
且
勿
晒
　
Ｙ
ｕ
　
ｑ
ヨ
ｇ
　
ｑ
i
e
　
w
ｕ
ヨ
i
a
n

1
2
　
水
清
石
自
見
　
Ｓ
ｈ
ｕ
i
　
ｑ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｓ
h
l
　
ｚ
i
　
j
i
a
n

1
3
　
石
見
何
累
累
　
Ｓ
ｈ
ｉ
　
j
i
a
n
　
ｈ
ｅ
　
l
e
i
l
e
i

1
4
　
遠
行
不
如
帰
　
ぺ
に
甘
ｘ
Ｆ
収
冨
乙
ぬ
Ｅ

　
中
国
の
古
典
詩
歌
を
紹
介
す
る
場
合
、
日
本
で
は
訓
読
が
付
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
現
代
中
国
の
共
通
語
（
「
普
通

話
」
）
に
よ
る
発
音
を
示
し
た
。
訓
読
は
中
国
語
を
解
さ
な
い
人

で
も
、
翻
訳
の
力
を
借
り
ず
に
、
原
文
に
即
し
て
中
国
の
古
典
詩

文
を
受
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
便
利
な
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
学
の
場
合
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
内
容
が
ど
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
が
重
要
で
、
と
く
に
詩
歌
に
お
い
て
は
、
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リ
ズ
ム
や
音
声
の
美
し
さ
・
快
さ
を
無
視
し
て
こ
れ
を
論
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
古
典
詩
歌
の
場
合
、
作
ら
れ
た
時
代
の
音
声
そ

の
ま
ま
で
味
わ
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
中
国
語
を
あ
る

程
度
身
に
つ
け
た
者
な
ら
、
ま
ず
訓
読
で
は
な
く
中
図
語
で
味
わ

う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
「
艶
歌
行
」
は
そ
れ
ほ
ど
難
解
な
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
古

典
詩
文
の
基
礎
知
識
を
多
少
も
て
ば
、
い
く
つ
か
の
未
知
の
語
句
、

ま
た
何
箇
所
か
意
味
の
と
り
に
く
い
部
分
は
あ
っ
て
も
、
お
お
よ

そ
の
内
容
は
把
握
で
き
る
。
次
に
、
訓
読
と
訳
を
挙
げ
る
。

Ｉ
　
圖
圖
た
り
堂
前
の
燕

２
　
冬
　
蔵
れ
　
夏
　
来
た
り
見
る

３
　
兄
弟
　
両
三
人

４
　
流
宕
し
て
他
県
に
在
り

５
　
故
衣
　
誰
か
当
に
捕
う
べ
き

６
　
新
衣
　
誰
か
当
に
綻
う
べ
き

７
　
頼
に
賢
主
人
を
得

８
　
覧
取
り
て
我
が
為
に
組
う

９
　
夫
壇
　
門
よ
り
来
た
り

1
0
　
斜
拘
　
西
北
を
阿
る

Ｈ
　
卿
に
語
る
　
且
く
晒
る
こ
と
勿
か
れ

1
2
　
水
　
清
け
れ
ば
　
石
　
自
ず
か
ら
見
ゆ

1
3
　
石
　
見
ゆ
る
こ
と
何
ぞ
累
累
た
る

1
4
　
遠
行
　
帰
る
に
如
か
ず

Ｉ
　
ひ
ら
ひ
ら
と
　
飛
ぶ
よ
燕
が
　
屋
敷
の
ま
え
を

２
　
冬
に
は
す
が
た
を
隠
し
て
い
る
が
　
夏
に
な
っ
た
ら
現
れ
る

３
　
男
の
兄
弟
ふ
た
り
、
三
人

４
　
さ
す
ら
っ
て
　
そ
の
身
は
　
他
県
に

５
　
古
い
管
物
は
　
だ
れ
が
　
な
お
し
て
し
れ
よ
う
か

６
　
新
し
い
着
物
は
　
だ
れ
が
　
繕
っ
て
く
れ
よ
う
か

７
　
さ
い
わ
い
に
　
出
会
っ
た
　
か
し
こ
い
雇
い
主

８
　
そ
れ
を
見
て
手
に
と
っ
て
　
わ
た
し
の
た
め
に
繕
っ
て
く
れ

　
　
た

９
　
と
、
そ
の
夫
が
（
帰
宅
し
て
）
門
を
入
っ
て
来

1
0
　
西
北
に
向
け
　
な
な
め
に
　
こ
ち
ら
を
　
じ
っ
と
見
る

Ｈ
　
あ
ん
た
に
い
う
が
　
ま
あ
ま
あ
そ
ん
な
に
み
な
い
で
お
く
れ

1
2
　
水
　
清
け
れ
ば
　
石
は
自
然
と
見
え
る
と
い
う
で
は
な
い
か

1
3
　
石
は
　
累
々
と
重
な
り
あ
っ
て
　
見
え
て
い
る

1
4
　
遠
く
旅
に
あ
る
よ
り
は
　
家
に
帰
っ
た
ほ
う
が
い
い

故
郷
を
離
れ
て
他
県
に
あ
る
男
が
、
破
れ
た
衣
を
あ
る
家
の
奥
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さ
ん
に
繕
っ
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
家
の
夫
に
疑
い
の
ま

な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
、
旅
に
あ
る
わ
が
身
の
悲
し
さ
を
思
う
。
名

作
と
は
い
え
な
い
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
物
語
り
仕
立
て
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
面
白
く
、
ま
た
最
後
の
一
句
の
感
慨
が
印
象
に
残

る
。
字
句
の
こ
ま
か
な
解
釈
な
ど
つ
い
て
は
第
三
章
に
譲
る
が
、

こ
こ
で
押
韻
の
み
見
て
お
こ
う
。
『
広
韻
』
で
は
、
燕
、
見
、
県
、

晒
が
去
声
三
十
二
「
緩
」
の
韻
、
綻
、
組
が
去
声
三
十
一
　
「
撰
」

の
韻
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
通
韻
す
る
。
最
後
の
二
句
の

み
韻
が
異
な
り
、
帰
は
平
声
八
「
微
」
、
累
も
平
声
六
「
脂
」
で

あ
る
。

第
二
章
　
「
艶
歌
行
」
を
と
り
ま
く
状
況

　
「
艶
歌
行
」
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
い
う
と
「
楽
府
」
の

「
相
和
歌
」
に
分
類
さ
れ
る
。

　
楽
府
は
う
た
の
意
で
、
中
国
に
お
い
て
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
も

の
は
数
多
い
。
ず
っ
と
時
代
が
降
っ
て
宋
の
「
詞
」
や
元
の

「
曲
」
な
ど
れ
っ
き
と
し
た
本
名
を
も
っ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
で
も
、

雅
名
と
し
て
「
楽
府
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
お
お
も
と
は
漢
の
時
代
の
う
た
で
あ
る
。
楽
府
は
も
と
も
と

前
漢
の
武
帝
の
と
き
に
設
置
さ
れ
た
う
た
を
管
轄
す
る
役
所
の
名

だ
っ
た
が
、
の
ち
に
そ
こ
で
扱
わ
れ
た
う
た
を
指
す
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
ひ
ろ
く
「
う
た
」
の
意
に
転
用
さ
れ
た
。
う
た
を
管
轄
す

る
専
門
の
役
所
か
お
る
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
か
な
ら
ず

し
も
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
宮
廷
で
行
わ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
宗
教
的
・
世
俗
的
儀
式
に
は
音
楽
が
不
可
欠
で
、
音
楽
を

司
る
役
所
は
じ
つ
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
式
の
音
楽
以

外
に
、
皇
帝
の
娯
楽
の
た
め
の
音
楽
も
必
要
で
あ
っ
た
。

　
楽
府
に
は
い
く
つ
か
の
分
類
か
お
る
が
、
「
艶
歌
行
」
は
そ
の

う
ち
「
相
和
歌
」
に
属
す
る
。
相
和
歌
は
漢
の
時
代
の
民
間
の
歌

謡
と
い
わ
れ
る
。
年
代
は
正
確
な
と
こ
ろ
は
定
か
で
は
な
い
が
、

武
帝
ら
前
漢
の
と
き
で
は
な
く
、
後
漢
の
こ
ろ
の
も
の
と
一
般
に

は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
相
和
歌
」
の
名
は
「
糸
竹
更
も
相
い
和
す
」
（
『
宋
書
』
巻
二
十

丁
楽
志
三
）
か
ら
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
民
間
に
あ
る
と
き

は
う
た
だ
け
だ
っ
た
の
が
、
管
楽
器
と
弦
楽
器
の
伴
奏
を
伴
う
よ

う
に
な
り
、
「
節
を
執
る
者
歌
う
」
（
同
前
）
つ
ま
り
、
拍
子
を
打

つ
者
が
う
た
っ
た
の
で
あ
る
。
相
和
歌
は
、
曹
操
・
曹
不
一
・
曹
植

親
子
を
は
じ
め
と
す
る
建
安
文
学
の
代
表
者
た
ち
に
た
い
そ
う
好

ま
れ
、
か
れ
ら
が
そ
の
旋
律
に
あ
わ
せ
て
作
っ
た
歌
詞
も
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。
楽
府
の
題
名
は
旋
律
の
名
ま
え
に
よ
っ
て
付
け
ら

れ
、
こ
れ
を
楽
府
題
と
い
う
。
一
つ
の
楽
府
題
の
も
と
、
古
辞
と
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称
さ
れ
る
無
名
氏
の
作
品
と
と
も
に
、
詩
人
の
作
品
が
い
く
つ
も

残
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
旋
律
に
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
漢
か
ら
か
な
り
時
代
が
隔
た
っ
た
も

の
は
、
旋
律
が
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
少
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

内
容
が
楽
府
題
や
古
辞
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
古
辞
は
、
建
安
以
前
に
で
き
た
と
思
わ
れ
、
も
と
う
た
あ
る

い
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
艶
歌
行
」
に
は

無
名
氏
の
作
が
二
首
残
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
の

は
、
そ
の
う
ち
よ
く
知
ら
れ
た
第
一
首
の
ほ
う
で
あ
る
。
第
二
首

は
山
中
の
松
の
樹
が
伐
ら
れ
て
宮
殿
の
梁
と
な
る
ま
で
を
う
た
っ

た
も
の
で
、
第
一
首
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
。

　
無
名
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
う
た
は
、
な
ん
で
も
記
録
す

る
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
文
字
に
縁
の
な
い
人
々
の
世
界
に
は
極
端

に
冷
淡
な
中
国
の
文
字
世
界
で
は
、
ふ
つ
う
無
視
さ
れ
、
す
ぐ
に

歴
史
の
闇
に
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
中
、
相
和
歌
の
古
辞

が
文
字
と
し
て
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
の
は
お
も
に
二
つ
の
理
由

に
よ
る
。
一
つ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
曹
操
ら
魏
の
政
治
と

文
学
の
中
心
に
あ
っ
た
人
々
が
相
和
歌
を
非
常
に
好
ん
だ
こ
と
で
、

相
和
歌
は
三
国
魏
の
宮
廷
で
演
奏
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
晋

で
も
宮
廷
音
楽
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
も
う
一
つ
は
、
六
朝
の
後
期
、

梁
の
時
代
に
建
安
の
文
学
を
最
高
峰
と
み
な
す
復
古
主
義
の
傾
向

が
強
く
あ
ら
わ
れ
、
相
和
歌
が
好
ま
れ
て
積
極
的
に
記
録
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
梁
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
が
総
括
さ
れ
る
と
と
も

に
、
唐
詩
に
連
な
る
新
し
い
動
き
が
始
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
前
の
文
学
を
、
沈
約
に
代
表
さ
れ
る

梁
人
の
眼
で
み
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
沈
約
の
手

に
な
る
『
宋
書
』
楽
志
や
、
徐
陵
が
編
纂
し
た
『
玉
台
新
詠
』
に

相
和
歌
の
古
辞
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
最
も
み
や

す
い
例
と
い
え
よ
う
。

　
相
和
歌
・
古
辞
の
よ
う
に
、
民
間
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る

歌
謡
を
読
む
と
き
に
は
、
記
録
さ
れ
た
歌
詞
が
ど
の
て
い
ど
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
状
態
を
保
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
問

題
と
な
る
。
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
為
政
者
や
知
識

人
が
そ
れ
に
関
心
を
示
し
、
文
字
に
書
き
留
め
、
伝
え
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
段
階
で
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る

可
能
性
が
大
で
あ
る
。
書
き
換
え
は
ふ
つ
う
二
つ
の
面
で
行
わ
れ

る
。
一
つ
は
政
治
上
の
配
慮
で
、
為
政
者
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は

宮
中
な
ど
で
の
公
開
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
内
容
を
書
き
換
え
る

も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
雅
俗
」
の
問
題
で
あ
る
。
中
国
の

文
字
世
界
は
、
一
貫
し
て
厳
し
く
「
雅
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ

れ
た
世
界
で
あ
る
。
う
た
わ
れ
て
い
る
と
き
は
と
も
か
く
、
文
字

と
し
て
定
着
さ
せ
る
場
合
、
卑
俗
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
そ
の

一
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表
現
は
書
き
換
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
は
截
然
と
分
け

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
分
け
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
場

合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
中
で
う
た
わ
れ
る
な
ら
ば
、
政
治
上

の
配
慮
は
注
意
深
く
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
「
雅
」
　
で
あ
る
こ
と

は
か
な
ら
ず
し
も
強
く
要
求
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

問
題
は
、
現
代
中
国
の
民
間
歌
謡
の
収
集
と
記
録
に
つ
い
て
も
そ

の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
改
変
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
う
た
を
と

り
ま
く
状
況
証
拠
に
よ
っ
て
、
完
全
に
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
あ

る
て
い
ど
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
相
和
歌
・
古
辞
に
つ
い
て

い
え
ば
、
曹
操
父
子
ら
の
歌
詞
に
く
ら
べ
る
と
、
古
辞
と
い
わ
れ

る
も
の
に
は
や
は
り
民
間
歌
謡
と
し
て
の
性
格
を
よ
く
残
し
た
も

の
が
多
い
。
民
間
で
う
た
わ
れ
て
い
た
そ
の
ま
ま
と
は
い
え
な
い

と
し
て
も
、
現
存
の
歌
詞
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
か
た
ち
を
う
か
が

う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
作
品
が
成
立
し
た
時
代
と
、
わ
れ
わ

れ
が
今
日
眼
に
す
る
テ
キ
ス
ト
が
作
ら
れ
た
時
代
に
時
間
的
隔
た

り
が
あ
る
こ
と
は
、
他
の
古
典
と
同
じ
く
、
楽
府
の
研
究
を
す
る

さ
い
に
も
、
つ
ね
に
横
た
わ
る
大
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
無
頓
着

で
あ
れ
ば
そ
れ
は
研
究
上
の
欠
点
と
な
る
し
、
逆
に
あ
ま
り
に
つ

き
つ
め
て
考
え
れ
ば
研
究
そ
の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
。
だ
か
ら
、

作
品
の
成
立
に
比
較
的
近
い
時
代
の
、
比
較
的
信
頼
す
べ
き
資
料

を
使
用
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
て
い
ど
原
型
を
留
め
て
い
る
か
に
つ

ね
に
注
意
を
払
い
つ
つ
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
相
和
歌
の

場
合
、
そ
れ
が
『
宋
書
』
楽
志
に
あ
た
る
。

　
し
か
し
、
「
艶
歌
行
」
は
『
宋
書
』
楽
志
に
収
録
さ
れ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
、
他
の
相
和
歌
・
古
辞
よ
り
問
題
は
少
し
複
雑
で
あ

る
。
「
艶
歌
行
」
の
最
古
の
記
載
は
、
『
末
書
』
楽
志
に
少
し
遅
れ

て
成
っ
た
『
玉
台
新
詠
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
艶
歌
行
」
の
楽
府
題
に
つ
い
て
は
、
『
楽
府
詩
集
』
が
引
用
す

る
陳
の
釈
智
匠
の
『
古
今
楽
録
』
（
五
六
八
＝
光
大
二
年
）
に
、

「
『
艶
歌
行
』
は
一
つ
で
は
な
い
が
、
た
だ
『
艶
歌
』
と
い
っ
た
場

合
に
は
そ
れ
は
『
艶
歌
行
』
の
こ
と
で
あ
る
。
『
羅
敷
（
行
）
』
『
何

嘗
（
行
）
』
『
双
鴻
（
行
）
』
『
福
鍾
（
行
）
』
も
ま
た
艶
歌
で
あ
る
」
と

解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
古
今
楽
録
』
は
斉
の
王
僧
虔
（
四

三
ハ
～
四
八
五
）
の
『
大
明
三
年
（
宋
・
四
五
九
年
）
宴
歌
技
録
』

を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
晋
の
葡
昂
（
？
～
二
八

九
）
の
『
萄
氏
録
』
に
「
双
鴻
行
」
、
「
福
鍾
行
」
や
「
羅
敷
行
」

の
名
が
挙
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
「
艶
歌
行
」
と
い
う
楽
府
題
は
、

『
宋
書
』
楽
志
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
魏
の
曹
植
や
晋
の
傅
玄
が

「
艶
歌
行
」
を
残
し
て
お
り
、
古
い
楽
府
題
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

　
「
艶
歌
」
は
艶
っ
ぽ
い
う
た
の
意
味
で
は
な
い
。
「
艶
」
は
相
和

】
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歌
の
専
門
用
語
で
、
前
奏
を
指
し
、
「
艶
」
を
と
も
な
う
う
た
を

「
艶
歌
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
、
「
艶
」
は
も
と
も
と
南
方
の

楚
の
地
方
の
う
た
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
艶
歌
」
す
な
わ

ち
楚
の
う
た
と
も
い
わ
れ
る
。

第
三
章
　
「
艶
歌
行
」
の
読
ま
れ
か
た

　
詩
歌
は
本
来
か
ら
だ
全
体
で
あ
じ
わ
う
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
を

介
し
た
り
説
明
を
加
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
直
接
的
に
鑑
賞

で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
詩
歌
は
、
し
か
し
、

ふ
つ
う
散
文
よ
り
も
さ
ら
に
こ
と
ば
が
凝
縮
さ
れ
て
い
て
、
作
ら

れ
た
時
代
、
作
ら
れ
た
場
か
ら
離
れ
る
と
理
解
し
に
く
く
な
り
、

注
釈
が
必
要
に
な
る
。
中
国
で
は
最
も
古
い
詩
集
で
あ
る
『
詩

経
』
が
儒
教
の
経
典
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
の
学
が
早
く
か
ら
発
達

し
て
注
釈
書
が
多
く
現
れ
た
。
そ
う
し
た
伝
統
の
中
、
詩
歌
に
注

釈
を
つ
け
る
こ
と
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。

　
し
か
も
、
伝
統
中
国
に
お
い
て
知
識
人
は
ほ
ぼ
全
員
が
な
に
が

し
か
の
て
い
ど
詩
人
で
あ
っ
た
。
詩
文
を
作
る
能
力
は
、
長
く
、

よ
い
官
僚
に
な
る
た
め
の
必
須
の
条
件
と
考
え
ら
れ
、
い
や
し
く

も
知
識
人
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
人
間
は
、
み
な
幼
い
こ
ろ
か
ら
詩

作
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伏
況
に
あ
っ
て
、
古
典
詩

は
ま
ず
な
に
よ
り
も
み
ず
か
ら
の
詩
作
の
お
手
本
で
あ
り
、
内

容
・
形
式
を
問
わ
ず
、
詩
を
作
る
材
料
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
た
だ

鑑
賞
の
対
象
と
し
て
、
好
き
勝
手
に
読
め
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
の
場
で
は
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の

教
師
に
よ
っ
て
詩
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
た
と

え
ば
お
手
本
と
し
て
の
性
格
が
最
も
強
い
杜
甫
の
詩
な
ど
は
、
早

く
宋
の
時
代
か
ら
多
く
の
注
釈
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
艶
歌
行
」
を
含
む
漢
魏
六
朝
の
詩
に
つ
い
て
は
、
明
代
後
期

に
な
っ
て
多
く
の
校
本
、
選
本
、
注
釈
本
、
そ
し
て
評
注
本
が
作

ら
れ
た
。
漢
魏
六
朝
の
詩
の
価
値
を
再
発
見
し
、
人
々
の
眼
を
こ

れ
に
向
け
た
代
表
的
人
物
は
、
お
そ
ら
く
明
の
楊
慎
で
あ
る
。
そ

の
の
ち
馮
惟
訥
（
嘉
靖
十
七
＝
一
五
三
八
年
の
進
士
）
が
上
古
か
ら

六
朝
ま
で
の
詩
を
網
羅
し
て
全
集
『
古
詩
紀
』
を
編
纂
し
、
ま
た
、

こ
れ
を
用
い
て
多
く
の
選
本
、
注
釈
本
、
評
注
本
が
作
ら
れ
、
流

魏
六
朝
の
詩
は
人
々
に
と
っ
て
か
な
り
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
明
代
後
期
の
メ
デ
ィ
ア
革
命
と
も
い
う
べ
き
出

版
の
隆
盛
か
お
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
出
版
業
者
た
ち
の
熾

烈
な
競
争
の
も
と
で
、
多
く
の
白
話
小
説
が
、
有
名
人
の
評
と
い

う
付
加
価
値
を
つ
け
て
売
り
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
、
詩
に

も
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
中
国
で
、
日
本
で
、
さ

ら
に
他
の
国
々
で
も
数
知
れ
な
い
注
釈
、
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
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る
。
今
日
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
正
し
い
解
釈
に
近
づ
く

た
め
に
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
下
、
「
艶
歌
行
」
　
に
つ
い
て
代
表
的
な
注
や
評
を
い
く
つ
か

挙
げ
る
。
詩
歌
の
解
釈
を
す
る
態
度
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
紹
介
す

る
。

第
一
節
　
李
善
注
型

　
ま
ず
、
語
釈
を
中
心
に
、
お
も
に
他
の
書
物
を
引
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
注
釈
を
行
う
も
の
を
挙
げ
る
。
こ
の
代
表
格
は
『
文

選
』
の
李
善
注
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
李
善
注
型
と
名
づ
け
る
。

以
下
、
一
、
算
用
数
字
は
そ
の
注
釈
が
第
何
句
の
あ
と
に
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
。
二
、
（
　
）
内
は
松
家
に
よ
る
。

三
、
紙
幅
の
都
合
で
李
善
注
型
に
つ
い
て
は
訳
を
省
略
し
た
。

　
　
清
・
聞
人
俊
『
古
詩
籤
』
五
言
詩
巻
一

２
　
『
毛
詩
』
（
小
雅
「
四
牡
」
ま
た
「
南
有
嘉
魚
」
）
刷
順
者
離
、

　
　
『
左
伝
』
（
昭
公
十
七
年
）
玄
鳥
氏
、
司
分
者
也
。
注
：
燕

　
　
以
春
分
室
（
当
作
「
来
」
）
、
秋
分
帰
（
当
作
「
去
」
）
。

４
　
『
穀
梁
』
（
文
公
十
一
年
）
弟
兄
三
人
、
快
宕
中
国
。

６
　
按
：
『
礼
記
』
（
内
則
）
衣
裳
綻
裂
、
初
蔵
請
補
綴
。
此
言

　
　
兄
弟
流
宕
他
県
、
其
身
所
服
之
故
衣
、
誰
為
補
綴
之
、
而

　
　
其
家
所
制
之
新
衣
、
又
誰
為
綻
裂
之
也
。

８
　
『
礼
記
』
（
内
則
「
織
紆
組
銅
」
）
注
（
「
疏
」
）
：
組
、
糾
倶
為

　
　
條
也
。
薄
闘
為
組
。
按
此
組
字
亦
取
補
綴
之
意
（
「
艶
歌

　
　
行
」
原
文
の
「
組
」
を
聞
人
鋏
は
元
・
左
克
明
『
古
楽
府
』
に

　
　
し
た
が
っ
て
「
組
」
に
作
る
の
で
こ
の
注
釈
が
あ
る
）
。

1
0
　
『
古
詩
源
』
此
居
停
之
婦
為
客
縫
衣
、
而
其
失
不
免
見
疑

　
　
也
。
『
広
韻
』
（
上
声
二
十
七
銑
又
去
声
三
十
二
霞
）
阿
：
邪

　
　
視
（
当
作
「
斜
視
」
）
也
。

1
4
　
『
古
詩
源
』
水
清
石
見
、
心
逍
固
明
矣
。
然
豊
如
帰
去
為

　
　
得
計
乎
。

　
　
清
・
呉
兆
宜
『
玉
台
新
詠
箇
注
』
巻
一

２
　
宋
玉
『
九
卿
』
二
）
燕
回
訓
其
辞
帰
今
。
『
晋
（
書
）
』

　
　
（
巻
六
十
七
）
耶
皆
伝
、
皆
（
『
晋
書
』
「
蜃
」
字
な
し
）
避
難

　
　
于
魯
国
沢
山
（
当
作
「
魯
之
蝉
」
）
、
（
中
略
）
掘
野
鼠
徴
燕

　
　
而
食
之
。

８
　
『
正
字
通
』
引
『
礼
記
』
、
衣
裳
綻
裂
。
又
縫
補
其
裂
亦
曰

　
　
綻
。
綻
、
『
説
文
』
（
糸
部
）
本
作
組
。
『
広
韻
』
（
去
声
三

　
　
十
一
柵
）
：
綻
、
縫
補
也
（
宋
本
作
「
担
、
衣
縫
解
、
・
：
綻
同

一
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上
、
組
縫
補
」
）
。

1
0
　
夫
壇
、
注
見
上
文
。
阿
、
注
見
上
文
『
古
詩
』
。

1
2
　
『
白
虎
通
』
（
巻
上
、
徳
論
上
・
爵
）
卿
之
為
言
章
也
、
善
明

　
　
理
也
（
当
作
「
卿
之
為
言
、
章
善
明
理
也
」
）
。

1
4
　
按
『
漢
書
』
（
巻
九
十
三
・
佞
幸
伝
）
石
顕
伝
：
印
何
彙
営
。

　
　
『
論
衡
』
（
雷
虚
篇
）
図
画
之
工
図
雷
之
状
、
彙
営
如
連
鼓

　
　
之
形
。
『
説
文
』
（
糸
部
）
亦
作
累
（
当
作
「
亦
誤
作
累
」
）
。

　
『
古
詩
籤
』
は
、
聞
人
俊
が
王
漁
洋
（
王
土
鵬
）
の
編
ん
だ
『
古
詩

選
』
に
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
注
釈
の
方
針
を
、

聞
人
俊
自
身
が
凡
例
（
「
発
凡
」
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

引
用
に
よ
る
注
釈
は
三
つ
の
方
法
に
よ
っ
た
。
一
つ
は
名
づ

け
て
「
正
注
」
。
詩
の
中
で
基
づ
く
こ
と
が
ら
か
お
る
と
こ

ろ
は
、
そ
の
も
と
に
な
る
も
の
を
引
用
し
て
こ
の
説
明
と
し

た
。
い
ま
一
つ
は
「
互
注
」
。
（
そ
の
意
味
を
）
さ
ぐ
っ
て
他

の
書
物
を
広
く
あ
さ
り
、
証
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
い
ご

は
「
訓
注
」
。
字
句
の
解
釈
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き

ち
ん
と
解
析
し
て
そ
の
文
章
を
害
さ
ぬ
よ
う
に
し
た
。
正
注

に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
作
者
以
前
の
（
作
者
が
か
な
ら
ず
目

に
し
た
で
あ
ろ
う
）
書
物
を
引
用
し
、
互
注
、
訓
注
に
つ
い

て
は
時
代
の
前
後
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
時
に
は
詩
話
も
ま
じ

え
、
古
人
の
詩
の
意
が
よ
く
わ
か
れ
ば
よ
し
と
し
た
。

　
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
『
文
選
』
李
善
注
に
代
表
さ
れ
る
態
度
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
漢
魏
六
朝
詩
に
注
を
つ
け
る
と
き
、
後
人
が
李

善
注
を
意
識
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
聞
人
鋏
に
そ
の

傾
向
が
と
り
わ
け
強
い
こ
と
は
、
凡
例
で
し
ば
し
ば
李
善
注
に
言

及
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　
李
善
注
型
は
、
中
国
古
典
詩
の
世
界
で
理
想
と
さ
れ
て
き
た
注

釈
の
態
度
で
も
あ
る
。
注
釈
者
の
主
観
を
極
力
排
し
、
先
行
す
る

古
典
の
中
か
ら
そ
の
一
節
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
事
実
の
み
を
並

べ
る
。
こ
う
し
た
注
釈
は
、
「
述
べ
て
作
ら
ず
（
祖
述
は
す
る
が
創

作
は
し
な
い
）
」
（
『
論
証
』
述
而
篇
）
や
「
疑
わ
し
き
を
閥
く
」

（
同
・
為
政
篇
）
と
い
っ
た
こ
と
ば
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
る
中
国
の

伝
統
的
な
儒
家
の
美
学
に
合
致
す
る
。
こ
の
態
度
を
つ
き
つ
め
た

の
が
、
清
朝
考
証
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
清
朝
考
証
学
の
伝
統

の
中
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
も
、
こ
う
し
た
注
釈
を
も
っ
と
も
是
で
あ

り
美
で
あ
る
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
こ
と
「
艶
歌
行
」
古
辞
、
あ

る
い
は
広
く
相
和
歌
な
ど
民
間
出
身
と
い
わ
れ
る
楽
府
に
つ
い
て

い
え
ば
、
聞
人
俊
や
呉
兆
宜
の
注
釈
は
あ
ま
り
役
に
立
だ
な
い
。

李
傍
注
型
は
、
典
故
、
用
事
や
難
解
な
字
句
を
も
つ
詩
文
に
も
っ

一
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と
も
よ
く
そ
の
力
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
、
相
和
歌
・
古
辞
は
そ

う
し
た
も
の
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
ず
、
む
し
ろ
、
語
釈
は
で
き
て
も
、

個
々
の
詩
句
が
な
に
を
表
わ
し
、
な
に
を
う
た
お
う
と
し
た
も
の

か
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
近
人
、
穆
克
宏
は
、
呉

兆
宜
の
『
玉
台
新
詠
籤
注
』
に
つ
い
て
、
「
博
く
多
く
の
書
物
を

引
用
し
、
注
は
詳
細
か
つ
豊
富
だ
が
、
時
に
多
す
ぎ
て
当
を
得
ず
、

ま
た
往
々
に
し
て
後
の
時
代
の
書
物
を
引
用
し
て
そ
れ
に
先
ん
ず

る
時
代
の
事
を
注
し
、
な
に
も
か
も
が
適
当
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
回
訓
」
と
い
っ
た
語
は
特
別
な
語

で
は
な
く
、
「
艶
歌
行
」
の
作
者
は
『
詩
経
』
や
『
楚
辞
』
か
ら

こ
の
表
現
を
借
り
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
白
虎
通
義
』
中

の
「
卿
」
は
身
分
を
示
し
、
「
艶
歌
行
」
の
第
二
人
称
と
し
て
の

用
い
か
た
と
、
意
味
が
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
。
こ
の
種
の
注
釈
の

弊
害
は
、
初
学
の
も
の
を
い
た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
『
文
選
』
李
善
注
は
第
一
級
の
注
釈
で
あ
り
、
さ
す
が
に
こ
の

よ
う
な
当
を
得
な
い
注
は
あ
ま
り
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
態
度

に
た
い
し
て
は
、
「
個
々
の
字
句
の
解
釈
は
す
る
が
、
作
者
の
意

を
忘
れ
て
い
る
（
事
を
釈
し
て
意
を
忘
る
）
」
（
『
新
唐
書
』
巻
二
百

二
・
李
識
伝
）
も
の
だ
と
の
批
判
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
近
人
で

は
、
詩
人
聞
一
多
二
八
九
九
～
一
九
四
六
）
が
、
李
善
注
型
の
詩

の
読
み
か
た
に
強
く
反
発
し
て
い
る
。
聞
一
多
は
、
唐
初
の
文
学

に
お
け
る
三
つ
の
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
と
し
て
、
初
唐
の
四
傑

登
場
前
の
詩
風
、
類
書
編
纂
の
隆
盛
、
そ
し
て
『
文
選
』
李
善
注

の
出
現
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
共
通
の
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と

と
ら
え
る
。

そ
れ
（
引
用
者
注
：
類
書
を
指
す
）
は
文
学
と
い
う
わ
け
で
も

な
く
、
学
術
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
に
位

置
す
る
あ
る
種
の
も
の
、
あ
る
い
は
両
者
を
兼
ね
備
え
た
混

合
体
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
産
物
は
、
唐
初
の
あ
ま
り
に
文

学
的
な
学
術
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
学
術
的
な
文
学
を
も
っ
と

も
よ
く
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
実
際
化
さ
れ
た
（
実
際
化
的
）
」
文
学
の

創
作
に
お
い
て
は
、
「
性
霊
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
」
よ
り
も
、

古
典
の
知
識
が
多
く
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
「
唐
初
の

人
々
の
詩
は
、
詩
の
真
の
姿
か
ら
か
く
も
遠
く
離
れ
て
い
た
（
唐

初
人
的
詩
、
離
詩
的
真
諦
是
這
様
遠
）
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
太
宗
李

世
民
を
代
表
と
す
る
こ
う
し
た
思
潮
は
、
「
あ
や
う
く
詩
の
命
を

絶
つ
か
も
し
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
幾
乎
有
危
害
到
詩
的
生
命
的

可
能
）
」
と
い
う
。
聞
一
多
は
詩
人
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
近
代

的
な
意
味
で
い
う
と
こ
ろ
の
真
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
詩

一
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は
こ
こ
ろ
か
ら
湧
き
出
る
天
然
自
然
の
発
露
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
こ
に
学
問
と
い
う
さ
か
し
ら
が
介
入
す
れ
ば
死
ぬ
と
考
え
た
。

　
李
善
注
型
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
は
あ
る
意
味
で
は
正

し
く
、
こ
の
よ
う
な
注
釈
が
詩
の
あ
る
べ
き
鑑
賞
を
妨
げ
て
き
た

面
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
李
善
注
型
は
や
は
り
も
っ
と
も
是

で
あ
り
美
で
あ
り
う
る
も
の
だ
し
、
正
し
く
作
ら
れ
た
こ
の
型
の

注
釈
の
背
後
に
は
、
し
ば
し
ば
熱
い
志
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
従
来
の
教
養
の
体
系
が
崩
壊
の
危
機
に
ひ
ん
し
た
と
き
な

ど
に
、
そ
れ
ま
で
の
文
化
的
蓄
積
を
記
録
し
、
保
存
し
た
い
と
い

う
強
い
意
志
が
原
動
力
に
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
か
お
る
。

南
朝
文
化
が
終
焉
を
迎
え
た
唐
初
し
か
り
、
漢
民
族
王
朝
が
倒
れ

て
清
朝
が
立
っ
た
明
末
清
初
に
考
証
学
が
現
れ
た
こ
と
に
も
、
同

じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
内
発
的
な
強
い
動
機
な

し
に
、
た
だ
こ
の
形
式
を
借
り
て
作
ら
れ
た
注
釈
に
は
、
衛
学
的

あ
る
い
は
責
任
回
避
的
な
態
度
が
見
え
隠
れ
す
る
も
の
が
多
く
な

る
よ
う
に
思
う
。

第
二
節
　
詩
序
型

　
次
に
、
語
釈
よ
り
も
、
そ
の
詩
歌
が
つ
く
ら
れ
た
状
況
を
お
も

に
考
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の

を
挙
げ
る
。
こ
の
代
表
格
は
『
詩
経
』
の
注
釈
で
あ
る
詩
序
と
毛

伝
・
鄭
頷
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
詩
序
型
と
名
づ
け
る
。
こ
の
型

で
は
、
詩
の
背
後
に
と
く
に
状
況
を
設
定
し
、
お
も
に
詩
を
そ
れ

に
か
か
わ
る
い
ま
し
め
や
訊
則
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。
こ
の
態
度
は
ま
た
「
詩
序
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
詩
に
た

い
す
る
中
国
の
伝
統
的
な
考
え
か
た
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

　
清
・
陳
流
『
詩
比
興
籤
』
巻
一

こ
れ
は
、
諸
侯
の
も
と
を
訪
れ
た
賓
客
が
疑
い
を
も
た
れ
、

帰
り
た
く
な
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
燕
が
屋
敷
に
住
ま

い
、
冬
は
隠
れ
て
夏
に
現
れ
る
と
は
、
賓
客
の
去
来
を
た
と

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
滞
留
先
の
賢
夫
人
が
客
を
憐
れ
ん
で

は
こ
ろ
び
を
繕
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
夫
が
疑
っ
た
と
い
う
こ

と
で
、
あ
る
じ
が
賢
く
好
い
人
で
あ
る
の
に
、
他
人
か
ら
疑

惑
を
も
た
れ
る
こ
と
を
た
と
え
た
の
で
あ
る
。
『
易
経
』
の

繋
辞
伝
下
に
、
「
石
よ
り
介
な
れ
ば
、
終
日
を
倹
た
ず
」
と

い
う
。
君
子
に
高
潔
な
操
が
あ
れ
ば
、
小
さ
な
こ
と
も
察
知

し
て
そ
れ
に
対
処
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
清
・
朱
嘉
徴
『
楽
府
広
序
』
巻
五

「
艶
歌
行
」
は
「
圖
圖
た
り
　
堂
前
の
燕
」
と
う
た
い
、
さ

一
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い
わ
い
に
も
自
ら
受
け
た
疑
惑
を
晴
ら
し
た
こ
と
を
い
う
。

そ
も
そ
も
前
漢
の
昭
帝
は
賢
明
で
、
崔
光
に
対
す
る
評
告
を

看
破
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
蕭
望
之
と
劉
更
生
が
前
漢
の
元

帝
か
ら
受
け
た
疑
い
に
つ
い
て
は
、
水
が
澄
ん
で
か
ら
石
が

現
れ
（
事
後
に
で
は
あ
る
が
疑
惑
が
晴
れ
て
）
、
ま
だ
し
も
よ

か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
唐
の

玄
宗
皇
帝
が
蜀
に
幸
し
て
か
ら
（
そ
の
か
み
、
安
縁
山
が
後
患

と
な
る
こ
と
を
予
見
し
て
こ
れ
を
殺
す
よ
う
進
言
し
た
）
張
九
齢

の
こ
と
を
思
い
出
し
だ
の
で
は
、
手
遅
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
し
め
く
く
り
の
「
石
何
恢
彙
」
の
句
は
遠
く
「
流

宕
し
て
他
県
に
在
り
」
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
こ
と
ば
が

淡
々
と
し
て
い
る
ほ
ど
に
い
っ
そ
う
味
わ
い
が
深
い
。

　
詩
の
背
後
に
詩
の
内
容
と
必
然
的
結
び
つ
き
の
な
い
大
き
な
状

況
を
設
定
し
、
そ
の
な
か
で
詩
が
作
ら
れ
た
意
図
や
詩
の
意
味
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
。
詩
の
中
だ
け
で
世
界
が
完
結
し
う
る
通
常

の
叙
情
詩
と
は
ち
が
い
、
楽
府
、
あ
る
い
は
『
詩
経
』
な
ど
の
歌

謡
は
誕
生
の
場
に
多
く
を
頼
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

う
た
だ
け
を
読
ん
で
も
そ
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
く
、
と
り
ま
く

場
を
設
定
し
て
は
じ
め
て
説
明
可
能
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
型
の
解
釈
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
例
に
端
的

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
恋
愛
詩
を
政
治
の
比
喩
と
し
て
理

解
し
た
「
詩
序
」
に
倣
う
た
め
、
状
況
の
設
定
も
牽
強
付
会
に
陥

り
が
ち
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
詩
か
ら
こ
の
よ
う
な
背
景
が
引
き
出

せ
る
の
か
、
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
こ
と
も
多
い
。
『
楽
府
広

序
』
に
つ
い
て
、
『
四
庫
提
要
』
集
部
・
総
集
存
目
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。

「
詩
序
」
の
例
に
倣
い
、
詩
ご
と
に
「
小
序
」
を
つ
け
て
そ

の
詩
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
明
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら

く
経
書
を
継
ぐ
も
の
を
作
ろ
う
と
し
た
苦
心
の
試
み
な
の
で

あ
ろ
う
が
、
「
詩
序
」
と
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
中
略
）
。
朱
嘉
徴
は
「
詩
序
」

そ
の
ま
ま
に
似
せ
よ
う
と
、
一
つ
一
つ
の
楽
府
を
「
風
」

「
雅
」
「
頌
」
に
分
類
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
む
り
や
り
で

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
詩
の
読
み
か
た
は
、
「
詩
は
社
会
の
教
化

に
役
立
だ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
詩
に
た
い
す
る
中
国

の
伝
統
的
な
考
え
か
た
に
深
く
根
ざ
し
て
い
て
、
案
外
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
詩
を
誕
生
の
場
に
ま
で
ひ
き
も
ど
し
、
「
作
者
」

の
意
を
さ
ぐ
っ
て
詩
の
こ
こ
ろ
を
実
感
し
た
い
と
い
う
思
い
は
、
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た
し
か
に
、
あ
る
意
味
で
け
な
げ
な
態
度
と
も
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
型
の
注
釈
は
、
多
く
の
詩
を
読
み
誤
ら
せ
殺
し
て
き
た
。

第
三
節
　
評
注
型

　
「
鑑
賞
の
手
引
き
型
」
と
い
え
ば
、
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
で

わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
詩
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
読
者

の
鑑
賞
を
助
け
る
の
が
評
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

詩
の
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
に
ま
で
及
ん
で
、
評
を
越
え
て
注
釈

に
な
る
も
の
か
お
る
。

　
　
明
・
鍾
惺
・
譚
元
春
『
古
詩
帰
』
巻
五

８
　
あ
る
じ
の
恩
に
感
激
し
て
い
る
。
他
家
に
身
を
寄
せ
る
こ

　
　
と
の
賤
し
さ
と
苦
し
み
が
う
ま
く
表
れ
て
い
る
。

1
2
　
貞
節
を
も
っ
て
あ
る
じ
を
頼
る
と
い
う
気
持
ち
を
示
す
。

1
4
　
こ
と
ば
の
転
じ
か
た
が
う
ま
い
。
詩
の
お
わ
り
か
た
が
う

　
　
ま
い
。
う
ま
い
の
は
、
そ
の
あ
と
何
句
か
つ
づ
く
よ
う
で

　
　
あ
り
な
が
ら
ぱ
っ
と
お
わ
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
、
作
者

　
　
は
か
な
り
の
使
い
手
だ
。

明
・
陸
時
雍
『
古
詩
鏡
』
巻
一

「
水
清
け
れ
ば
石
自
ず
か
ら
見
わ
る
」
は
ち
ょ
っ
と
し
た
た

と
え
な
が
ら
、
人
情
は
大
抵
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
水
清

石
自
見
、
浅
浅
托
喩
、
人
情
大
抵
可
見
）
。

　
明
（
清
）
・
陳
祚
明
『
采
荻
堂
古
詩
選
』
巻
二

旅
人
の
実
状
が
委
曲
を
尽
く
し
て
描
き
出
さ
れ
、
た
い
へ
ん

新
味
か
お
る
。
「
冬
蔵
れ
夏
見
わ
る
」
は
旅
人
が
忽
然
と
現

れ
ま
た
去
る
こ
と
の
「
興
（
た
と
え
）
」
で
あ
る
。
「
賢
主
人
」

と
は
身
を
寄
せ
た
家
の
奥
方
で
あ
り
、
旅
人
の
服
を
な
お
す

も
の
の
無
い
こ
と
を
憐
れ
ん
で
、
繕
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
夫
が
ふ
た
り
の
間
を
疑
っ
た
。
旅
人
と
妻
が
居
間

に
い
た
と
こ
ろ
を
、
夫
が
入
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
大
い
に

疑
っ
た
の
も
当
然
で
、
斜
め
に
み
る
さ
ま
は
、
疑
い
怒
っ
て

い
る
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
な
に
か
こ
れ
と
い
っ
て
指
弾
で

き
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
ば
に
立
っ
て
に
ら
ん

で
い
る
。
き
わ
め
て
生
き
生
き
と
し
た
、
目
に
み
え
る
よ
う

な
表
現
だ
。
「
水
清
け
れ
ば
石
見
わ
る
」
と
は
そ
う
い
う
事

実
が
な
い
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
。
「
恢
恢
」
は
石
が
よ
く
見

え
る
こ
と
で
、
無
実
が
幸
い
に
も
明
ら
か
と
な
っ
た
い
ま
、

帰
る
に
如
く
は
な
い
。
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『
古
詩
帰
』
『
古
詩
鏡
』
は
「
評
」
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
が
、

『
采
款
堂
古
詩
箭
』
は
注
と
し
て
の
性
格
も
も
っ
て
い
る
。
我
々

が
じ
っ
さ
い
に
「
艶
歌
行
」
を
読
む
場
合
に
、
も
っ
と
も
必
要
と

し
、
も
っ
と
も
有
効
で
あ
る
と
感
じ
る
の
は
、
こ
の
種
の
注
釈
で

あ
ろ
う
。

　
現
存
す
る
文
字
資
料
か
ら
詩
の
解
釈
史
を
み
る
と
、
李
善
注
型

が
圧
倒
的
有
利
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

か
な
ら
ず
し
も
人
々
の
詩
の
読
み
か
た
の
実
際
を
反
映
し
て
は
い

な
い
。
記
録
し
、
保
存
し
、
継
承
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、

当
然
李
善
注
型
が
最
優
先
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
評
釈
の

作
業
も
、
学
び
の
場
で
は
お
そ
ら
く
ず
っ
と
行
わ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
口
頭
で
伝
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
代
以
降
、

出
版
事
情
の
変
化
に
よ
り
、
書
物
の
か
た
ち
で
多
く
現
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
評
注
型
の
解
釈
は
、
中
国
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
軽
く
見
ら

れ
が
ち
で
あ
る
。
と
く
に
、
明
人
の
仕
事
と
い
え
ば
杜
撰
の
代
名

詞
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ら
は
客
観
性

を
欠
く
こ
と
も
多
く
、
誤
り
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
書
物
こ
そ
は
多
く
の
人
々
の
詩
に
向
か
う
態
度
を
反
映
す
る

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
に
よ
り
、
詩
を
読
み
、
そ
の
読

み
を
自
他
に
向
か
っ
て
で
き
る
だ
け
実
感
可
能
な
方
法
で
示
そ
う

と
す
る
態
度
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
に
も
っ
と
も
近
い
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
　
「
艶
歌
行
」
を
読
む

　
そ
こ
で
、
以
下
、
評
注
型
の
解
釈
に
沿
っ
て
「
艶
歌
行
」
を
も

う
い
ち
ど
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　
冒
頭
に
燕
が
出
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
通
り
の
解
釈
か

お
る
。
一
つ
は
『
楽
府
詩
集
』
の
引
用
す
る
、
唐
初
の
人
呉
競
の

『
楽
府
解
題
』
の
解
釈
で
、
燕
で
さ
え
夏
に
現
れ
て
も
冬
に
は
隠

れ
る
の
に
、
兄
弟
ら
は
（
つ
ね
に
）
他
県
を
放
浪
し
て
い
る
と
い

う
、
逆
接
的
な
つ
な
が
り
で
読
む
。
近
人
余
冠
英
も
こ
の
説
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
陳
祚
明
の
「
興
」
と
す
る
説
で
あ
る
。
「
興
」

と
は
『
詩
経
』
の
技
法
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
、
内
容

に
な
ん
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
つ
自
然
界
の
事
象
で
も
っ
て
う
た

を
う
た
い
起
こ
す
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
、
じ
つ
は
『
詩
経
』
に

か
ぎ
ら
ず
中
国
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
世
界
の
民
間
歌
謡
に
共
通
に
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
つ
ま
り
、
燕
を
兄
弟
の
比
喩
と
み
る
の
で
あ

る
。
正
し
い
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
説
で
あ
ろ
う
。
第
五
章

で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
主
人
公
は
季
節
ご
と
に
訪
れ
る
ま
れ
び
と
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と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
近

人
王
汝
弼
も
こ
の
説
を
採
り
、
「
軒
を
借
り
る
」
と
い
う
点
に
両

者
の
共
通
点
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
鳥
が
比
喩
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
相
和
歌
や
こ
れ
と
関
係
の
深
い
初
期
の
五

言
詩
に
、
し
ば
し
ば
鳥
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
、
そ
の
一
例
で
あ

る
。

　
「
兄
弟
両
三
人
」
の
句
は
、
同
じ
相
和
歌
の
「
相
逢
行
」
に
同

句
が
、
「
鶏
鳴
」
に
「
兄
弟
四
五
人
」
の
句
か
お
る
。
以
下
、
相

和
歌
な
ど
周
辺
作
品
と
共
通
の
表
現
を
拾
っ
て
み
る
と
、
「
故
衣

誰
当
補
、
新
衣
誰
当
綻
」
に
つ
い
て
は
、
『
藷
文
類
聚
』
巻
三
十

二
な
ど
に
収
め
ら
れ
る
「
古
詩
」
に
、
「
新
人
　
門
よ
り
入
り
、

故
人
　
閣
よ
り
去
る
、
新
人
　
織
を
織
る
に
工
み
に
し
て
、
故
人

素
を
織
る
に
工
み
な
り
（
故
人
従
門
人
、
新
人
従
閣
去
、
新
人
工
織
維
、

故
人
工
織
素
）
」
な
ど
、
「
新
」
と
「
故
」
の
対
句
を
用
い
る
も
の

が
見
ら
れ
る
。
「
夫
増
」
も
、
相
和
歌
「
昭
上
薬
（
艶
歌
羅
敷
行
）
」

に
、
「
夫
靖
居
上
頭
」
な
ど
計
三
箇
所
こ
の
語
が
出
る
。
「
古
詩
十

九
首
」
な
ど
叙
情
性
が
高
く
、
知
識
人
の
手
が
よ
り
多
く
入
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
詩
に
は
こ
れ
ら
の
表
現
は
現
れ
な
い
。
「
卿
」

は
か
な
り
親
し
く
遠
慮
の
な
い
相
手
に
た
い
す
る
二
人
称
の
呼
び

か
け
で
あ
る
。
初
期
の
五
百
詩
で
は
「
君
」
や
「
子
」
が
用
い
ら

れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
「
卿
」
は
そ
れ
ら
に
く
ら
べ
る
と
俗
な
響

き
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
い
ず
れ
も
「
艶

歌
行
」
や
そ
の
周
辺
の
作
品
に
特
徴
的
な
も
の
で
、
そ
の
民
間
歌

謡
的
な
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
「
衣
」
が
話
題
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
中
国
古

典
詩
の
世
界
の
常
套
で
、
お
そ
ら
く
実
際
を
反
映
し
て
も
い
る
の

だ
ろ
う
。
男
性
が
家
を
離
れ
て
も
っ
と
も
気
に
か
け
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
は
、
現
代
日
本
な
ら
「
食
」
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
古

典
詩
の
世
界
で
は
つ
ね
に
「
衣
」
で
あ
っ
た
。

　
「
主
人
」
　
の
語
は
特
殊
な
用
法
で
、
女
性
に
た
い
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
身
を
寄
せ
た
先
の
婦
人
を
い
う
と
い
う
解
釈
を
き
ち

ん
と
呈
示
し
だ
の
は
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
陳
祚
明
が
は
じ
め
で
、

時
間
の
前
後
か
ら
考
え
て
『
古
詩
源
』
が
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
陳
祚
明
の
『
采
萩
堂
古
詩
選
』
は
こ
の
種
の

書
物
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
楽
府
の
解
釈
に
お
い
て
優
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
「
艶
歌
行
」
古
辞
は
簡
単
な
物
語
り
う
た
の
か
た
ち
に
な
っ
て

い
る
。
相
和
歌
を
は
じ
め
と
す
る
楽
府
は
、
抒
情
で
な
く
叙
事
、

つ
ま
り
感
情
で
な
く
こ
と
が
ら
を
う
た
う
こ
と
を
得
意
と
す
る
こ

と
が
、
他
の
詩
に
な
い
大
き
な
特
徴
で
、
相
和
歌
・
古
辞
に
は
物

語
り
う
た
が
多
い
。
同
じ
「
艶
歌
」
の
名
が
冠
さ
れ
る
「
艶
歌
羅

敷
行
（
昭
上
桑
）
」
や
「
艶
歌
何
嘗
行
」
を
は
じ
め
、
「
孤
児
行
」

一
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「
婦
病
行
」
「
東
門
行
」
み
な
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
は
、

理
あ
る
い
は
情
を
説
い
て
締
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
の
も
特

徴
で
あ
る
。第

四
傘
　
後
世
の
「
艶
歌
行
」

　
こ
の
章
で
は
、
後
世
、
「
艶
歌
行
」
古
辞
と
か
か
わ
り
を
も
っ

て
生
ま
れ
た
詩
を
み
な
が
ら
、
「
艶
歌
行
」
古
辞
の
読
ま
れ
か
た

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
六
朝
時
代
に
「
艶
歌
行
」
の
名
で
幾
人
か
の
詩
人
が
作

品
を
残
し
て
い
る
。
魏
の
曹
植
に
完
全
な
も
の
で
は
な
い
が
二
首
、

晋
の
傅
玄
に
こ
れ
も
完
全
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
三
首
、
宋

の
江
夏
王
劉
義
恭
に
一
首
、
梁
の
簡
文
帝
蕭
綱
に
一
首
（
「
艶
歌

曲
」
と
も
題
さ
れ
る
。
蕭
綱
に
は
こ
れ
以
外
に
「
艶
歌
篇
」
一
首
も
あ

る
）
、
陳
の
顧
野
王
に
三
首
、
張
正
見
に
一
首
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
「
艶
歌
行
」
古
辞
の
物
語
を
継
承
し
た
も
の
は
な
く
、
女

性
の
美
し
さ
や
恋
慕
の
情
を
う
た
う
点
が
す
べ
て
に
共
通
し
て
い

る
。
こ
れ
は
題
名
の
「
艶
」
字
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
北
宋

以
降
の
「
艶
歌
行
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
唐
代
の
詩
に
は
「
艶
歌
行
」
と
題
さ
れ
た
も
の
は
見
つ
か
ら
な

い
が
、
李
白
に
「
清
水
　
白
石
　
何
ぞ
離
離
た
る
」
（
「
扶
風
豪
士

の
歌
」
）
、
杜
甫
に
「
白
石
明
ら
か
に
し
て
把
る
べ
し
（
白
石
明
可

把
）
」
（
「
渓
涵
」
）
の
句
か
お
る
。
ま
た
、
来
に
入
っ
て
黄
庭
堅
に

も
「
水
清
け
れ
ば
魚
自
か
ら
見
ゆ
（
水
清
魚
自
見
）
」
（
「
『
未
見
君
子
、

憂
心
肺
楽
』
の
八
韻
を
賦
し
て
李
師
載
に
寄
す
」
）
の
句
が
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
に
「
艶
歌
行
」
告
辞
の
「
水
清
石
自

見
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
来
以
降
の
「
艶
歌
行
」
で
は
、
女
性

の
美
し
さ
や
情
愛
、
郷
愁
、
樹
（
こ
れ
は
古
辞
第
二
首
に
よ
る
）
な

ど
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
『
四
庫
全
書
』
収
録
分
に
限
っ
て

い
え
ば
、
後
世
で
は
、
元
末
か
ら
明
初
を
生
き
た
胡
奎
（
『
斗
南
老

人
集
』
巻
二
）
が
、
唯
一
、
古
辞
の
物
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
た

「
艶
歌
行
」
を
残
し
て
い
る
。

　
「
艶
歌
行
」
古
辞
の
こ
う
し
た
継
承
の
さ
れ
か
た
は
、
中
国
の

古
典
詩
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
中
国
の
詩
歌
、
と
く
に
詩

人
の
作
品
は
虚
構
を
う
た
う
こ
と
を
得
意
と
し
な
い
う
え
、
儒
教

的
束
縛
を
受
け
て
、
不
道
徳
に
な
る
こ
と
、
卑
俗
に
な
る
こ
と
を

嫌
っ
た
。
だ
か
ら
、
道
徳
的
な
危
う
さ
を
も
つ
「
艶
歌
行
」
告
辞

の
筋
は
継
承
さ
れ
ず
、
最
後
の
説
理
の
部
分
が
大
き
く
な
っ
た
り
、

ま
た
、
倫
理
と
か
か
わ
ら
な
い
情
感
の
部
分
が
ふ
く
ら
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。

一
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第
五
章
　
「
艶
歌
行
」
の
新
し
い
見
方

　
以
上
、
お
お
む
ね
伝
統
的
な
方
法
に
し
た
が
っ
て
「
艶
歌
行
」

を
読
ん
で
き
た
。
伝
統
的
な
方
法
と
は
、
詩
歌
を
文
献
と
し
て
の

閉
じ
た
世
界
の
中
で
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
古
典
詩

文
の
研
究
は
ふ
つ
う
こ
こ
で
終
わ
る
。
こ
の
章
で
こ
れ
か
ら
行
お

う
と
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

だ
け
で
は
「
艶
歌
行
」
古
辞
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
ま
だ
遠
く
、

当
時
の
人
々
を
ひ
き
つ
け
た
理
由
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
の
章
で
は
少
し
ち
が
っ
た
資
料
を
用
い
て
「
艶
歌
行
」
古
辞
を

考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
「
艶
歌
行
」
古
辞
が
民
間
か
ら
生
ま
れ
た
う
た
で
あ
る
こ
と
を

も
っ
と
も
よ
く
示
す
の
は
、
女
性
と
漂
泊
の
男
性
と
の
か
ら
み
が

主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
み
た
、
後
世
の
詩
人

の
作
品
が
こ
の
点
を
ま
っ
た
く
継
承
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
逆
に

こ
の
こ
と
を
よ
く
裏
付
け
よ
う
。
一
方
で
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、

中
国
の
演
劇
、
語
り
も
の
芸
能
や
民
間
歌
謡
な
ど
の
民
間
文
芸
に

お
い
て
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
主
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
り
つ
づ

け
て
き
た
。
も
っ
と
も
告
い
例
で
は
、
『
詩
経
』
国
風
・
衛
風
の

「
眠
」
か
お
る
。
こ
れ
は
旅
の
商
人
と
か
け
お
ち
し
た
あ
げ
く
に

棄
て
ら
れ
た
娘
を
う
た
う
物
語
う
た
で
あ
る
。
ま
た
、
男
性
が
漂

泊
者
で
あ
る
こ
と
が
作
品
の
主
題
と
必
然
的
に
つ
な
が
ら
な
く
と

も
、
女
性
と
漂
泊
の
男
性
と
が
く
り
ひ
ろ
げ
る
物
語
り
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
こ
う
し
た
作
品
の
中
で
現
在
も
演
じ
ら
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
も
の
の
一
つ
に
、
東
北
地
方
の
伝
統
劇
、
二
人
転
の
「
絹
大

紅
」
あ
る
い
は
「
補
大
紅
」
か
お
る
。
題
名
を
直
訳
す
れ
ば
「
大

瓶
修
理
」
で
、
割
れ
瓶
を
修
理
し
て
歩
く
旅
の
職
人
、
張
鋼
炉
が
、

夫
に
先
立
た
れ
た
若
い
女
性
、
王
二
娘
の
家
を
訪
れ
、
気
持
ち
の

や
り
と
り
が
あ
っ
て
や
が
て
結
ば
れ
る
ま
で
を
お
も
し
ろ
お
か
し

く
描
い
て
い
る
。
同
題
の
演
目
は
二
人
転
だ
け
で
な
く
、
京
劇
、

秦
腔
、
傍
劇
、
湘
劇
、
徽
劇
、
河
北
柳
子
、
川
劇
、
漢
劇
、
楚
劇

な
ど
多
く
の
伝
統
劇
で
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
は
、
明
代

の
戯
曲
『
鉢
中
蓮
』
の
一
部
で
、
そ
れ
が
独
立
し
て
し
ば
し
ば
演

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
。
『
鉢
中
蓮
』
は
、
不
義

密
通
の
結
果
殺
さ
れ
て
そ
の
骨
を
瓶
に
さ
れ
た
男
と
、
そ
れ
を

知
っ
て
自
害
し
た
相
手
の
女
が
と
も
に
幽
鬼
と
な
り
、
こ
わ
れ
た

瓶
を
な
お
そ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
土
地
神
が
瓶
の
修
理
屋
に

姿
を
変
え
、
な
お
す
と
見
せ
て
そ
れ
を
く
だ
さ
、
女
も
雷
神
に
打

た
れ
て
滅
し
た
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
を
も
つ
。
『
鉢
中
蓮
』
、
あ
る

い
は
こ
れ
に
の
っ
と
っ
た
伝
統
劇
の
「
肩
大
紅
」
で
は
、
瓶
の
修

一

圭９
一



理
屋
は
土
地
神
が
扮
し
た
五
十
す
ぎ
の
男
と
い
う
設
定
で
、
恋
の

話
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
二
人
転
で
は
か
な
り
劇
の
内
容
が
か

わ
っ
て
お
り
、
登
場
人
物
の
名
前
も
『
鉢
中
蓮
』
と
ま
っ
た
く
異

な
る
し
、
前
述
の
よ
う
に
瓶
の
修
理
屋
は
若
い
男
で
、
寡
婦
と
が

ら
み
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
中
国
の
伝
統
地
方
劇
は
、
つ
い
百
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

農
村
の
芸
能
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
農
村
芸
能
か
ら
生
ま
れ
た
ご
く

簡
単
な
形
式
の
演
劇
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
多
く
、
二
人
転
も

そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
芸
能
は
北
方
で
は
「
秋

歌
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
も
っ
と
も
原
初
的
な
か
た
ち
は
、
「
一
丑

一
旦
」
、
す
な
わ
ち
男
の
道
化
役
一
人
と
女
役
一
人
が
演
じ
る
も

の
で
、
こ
れ
は
豊
饒
を
祈
る
農
村
芸
能
に
起
源
を
も
つ
。
農
村
芸

能
で
は
、
豊
作
を
よ
び
こ
む
た
め
に
、
人
間
の
収
穫
す
な
わ
ち
子

宝
を
得
る
た
め
の
行
為
を
真
似
た
所
作
や
舞
踊
、
ま
た
そ
こ
に
い

た
る
ま
で
の
男
女
の
や
り
と
り
が
、
し
ば
し
ば
模
擬
的
に
行
わ
れ

る
。
こ
れ
は
中
国
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
芸
能
か
ら
生
ま
れ
た
演
劇
や
民
間
歌
謡
な
ど
の
民
間
芸
能
に

も
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
二
人
転
の
「
釧
大
紅
」

が
『
鉢
中
蓮
』
と
異
な
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
「
詞
大
紅
」
の
あ
ら
す
じ
は
単
純
で
、

現
在
こ
の
芝
居
の
み
ど
こ
ろ
は
恋
す
る
男
女
の
、
滑
稽
と
け
な
げ

さ
、
恋
の
か
け
ひ
き
と
絵
に
か
い
た
よ
う
な
ハ
。
ピ
ー
エ
ン
ド
に

あ
る
。
し
か
し
、
二
人
転
初
期
の
こ
ろ
に
は
き
わ
ど
い
部
分
も

あ
っ
て
、
そ
れ
が
見
せ
場
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
予
想
さ

れ
る
。
ま
た
、
『
鉢
中
蓮
』
で
も
、
修
理
屋
は
「
根
っ
か
ら
の
女

好
き
（
性
愛
風
流
）
」
で
、
「
分
不
相
応
に
も
女
に
手
を
出
し
、
た

め
た
お
金
は
す
っ
か
ら
か
ん
（
不
安
本
扮
図
風
月
、
就
有
銀
銭
一
掃

光
）
」
と
自
己
紹
介
し
て
い
る
し
、
女
に
見
と
れ
て
瓶
を
落
と
す

こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
場
面
に
も
と
も
と
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

性
格
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
相
和
歌
・
古
辞
に
も
、
同
様
の
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た
う
た
が
あ

る
。
「
艶
歌
羅
敷
行
」
す
な
わ
ち
「
昭
上
桑
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

相
和
歌
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
り
う
た
で
、
既
婚
の
桑
摘

み
女
に
通
り
か
か
っ
た
お
殿
様
が
誘
い
を
か
け
て
ふ
ら
れ
る
と
い

う
内
容
を
も
つ
。
「
桑
」
は
子
だ
く
さ
ん
や
豊
饒
の
象
徴
と
さ
れ
、

桑
畑
は
男
女
が
密
会
す
る
も
っ
と
も
代
表
的
な
場
所
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
古
辞
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
「
秋
胡
行
」
も
、
単
身
赴

任
を
終
え
て
久
々
に
帰
宅
し
た
秋
胡
が
、
家
の
近
く
ま
で
来
て
桑

摘
み
を
す
る
美
し
い
女
性
を
見
か
け
た
の
で
、
誘
い
を
か
け
た
ら

妻
だ
っ
た
と
い
う
物
語
り
か
ら
類
推
し
て
、
お
そ
ら
く
も
と
も
と

は
同
趣
の
う
た
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
「
艶
歌
行
」
古
辞
も
、
ま
た
同
じ
土
壌
か
ら
生
ま
れ
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た
可
能
性
か
お
る
。
民
間
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
人
妻
と
旅
の
男

と
夫
が
お
り
な
す
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
眼
に
す
る
か
た
ち
よ
り
も

娯
楽
性
の
強
い
う
た
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
人
々
が
こ
の
う
た
を
喜
ん
で
い
た
理
由
も
わ
か
る
。

そ
の
後
、
純
然
た
る
民
間
芸
能
か
ら
少
し
ず
つ
離
れ
て
い
く
中
で
、

滑
稽
の
性
格
が
後
退
し
た
。
そ
れ
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
眼
に
す

る
か
た
ち
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
「
艶
歌
行
」
古
辞
が
文
学
と
し
て
す
ぐ
れ
る
と
こ
ろ

は
、
そ
の
筋
に
あ
る
の
で
も
、
道
徳
的
な
部
分
に
あ
る
の
で
も
な

い
。
そ
れ
は
一
に
か
か
っ
て
、
最
後
の
一
句
「
遠
行
不
如
帰
」
に

あ
る
。

　
中
国
の
詩
歌
で
漂
泊
す
る
男
性
と
そ
れ
と
か
か
わ
る
女
性
を
う

た
う
と
き
に
は
、
待
つ
女
性
の
悲
し
み
に
焦
点
が
あ
た
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
相
和
歌
と
そ
の
成
立
に
お
い
て
な
ん

ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
、
「
古
詩
十
九
首
」

を
は
じ
め
と
す
る
初
期
の
万
一
呂
詩
群
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

女
性
の
ひ
と
り
寝
の
悲
し
さ
は
、
「
閏
怨
」
と
呼
ば
れ
て
、
そ
の

後
も
長
く
中
国
の
詩
歌
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
つ
づ
け

た
。
テ
ー
マ
と
ま
で
い
え
な
い
場
合
で
も
、
た
と
え
ば
白
居
易
の

「
琵
琶
行
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
夫
を
欠
く
妻
と
い
う
存

在
は
、
中
国
の
詩
人
た
ち
の
こ
こ
ろ
を
つ
ね
に
か
き
た
て
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
艶
歌
行
」
古
辞
で
は
、
漂
泊
す
る
男
性
の
悲
し
さ

が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
背
後
に
見
え
て
く
る
の
は
、
こ
う
し
た
う
た
を
う
た
っ
て

い
た
芸
人
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
た
つ
き
を
求
め
て
や
む
な
く
故
郷

を
離
れ
て
さ
す
ら
う
男
が
、
人
妻
に
情
を
か
け
ら
れ
、
あ
る
い
は

言
い
寄
っ
て
は
ね
つ
け
ら
れ
、
そ
の
夫
か
ら
ひ
ど
い
め
に
あ
わ
さ

れ
る
。
そ
の
場
面
に
、
聴
く
も
の
は
笑
う
。
し
か
し
、
男
が
最
後

に
故
郷
を
離
れ
て
さ
す
ら
う
つ
ら
さ
を
切
々
と
う
た
う
と
き
、

人
々
は
物
語
り
の
中
の
男
と
芸
人
た
ち
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
は

ず
で
あ
る
。
一
生
を
同
じ
場
所
で
暮
ら
す
女
た
ち
に
と
っ
て
、

「
旅
の
お
人
」
は
つ
ね
に
魅
力
の
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
れ
、
現
実
で
あ
れ
、
女
性
が
「
旅
の
お
人
」
と
懇
ろ

に
な
る
話
は
わ
ん
さ
と
あ
る
。
一
生
に
い
ち
ど
か
、
年
に
い
も
ど

か
、
回
数
は
知
ら
ず
、
定
期
的
に
訪
れ
来
る
男
性
は
、
女
性
に

と
っ
て
み
ず
か
ら
を
日
常
か
ら
解
放
し
、
「
む
こ
う
の
」
世
界
へ

い
ざ
な
っ
て
く
れ
る
ま
れ
び
と
で
あ
っ
た
。
「
艶
歌
行
」
古
辞
は
、

そ
う
し
た
芸
人
や
そ
れ
を
喜
ん
だ
聴
衆
の
存
在
を
、
お
ぼ
ろ
げ
に

で
は
あ
る
が
わ
た
し
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。

注
（
Ｉ
）
　
『
古
今
通
韻
』
巻
十
参
照
。
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（
２
）
　
『
宋
書
』
巻
十
九
・
楽
志
一

　
　
　
凡
楽
章
古
詞
、
今
之
存
者
、
並
漢
世
街
昭
謳
謡
、
江
南
可
採
蓮
、

　
　
　
烏
生
、
十
五
、
白
頭
吟
之
属
是
也
。

　
　
　
同
書
巻
二
十
一
・
楽
志
三

　
　
　
相
和
、
漢
旧
歌
也
。
糸
竹
更
相
和
、
執
節
者
歌
。

（
３
）
　
相
和
歌
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
王
運
煕
「
清
楽
考
略
」
（
『
楽
府

　
　
　
詩
述
論
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
所
収
）
に
正
確
、
か

　
　
　
つ
丁
寧
に
あ
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
　
た
だ
し
、
本
文
中
に
示
し
た
「
艶
歌
行
」
原
文
は
、
宋
本
『
楽

　
　
　
府
詩
集
』
に
よ
る
。

（
５
）
　
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
九
「
艶
歌
行
」
題
下
注

　
　
　
古
今
楽
録
曰
、
艶
歌
行
非
｝
、
有
直
云
艶
歌
、
即
艶
歌
行
是
也
。

　
　
　
若
羅
敷
、
何
嘗
、
双
鴻
、
福
鍾
等
行
、
亦
皆
艶
歌
。
王
僧
虔
技

　
　
　
録
云
、
艶
歌
双
鴻
行
、
萄
録
所
載
、
双
鴻
一
篇
、
艶
歌
福
鍾
行
、

　
　
　
萄
録
所
載
、
福
鍾
一
篇
、
今
皆
不
伝
、
艶
歌
羅
敷
行
、
日
出
東

　
　
　
南
隅
篇
、
萄
録
所
載
、
羅
敷
一
篇
、
相
和
中
歌
之
、
今
不
歌
。

　
　
　
楽
府
解
題
日
、
古
辞
云
、
闇
闇
堂
前
燕
、
冬
蔵
夏
来
見
、
言
燕

　
　
　
尚
冬
蔵
夏
来
、
兄
弟
反
流
宕
他
県
、
主
婦
為
綻
衣
服
、
其
夫
而

　
　
　
疑
之
也
。

（
６
）
　
左
思
「
呉
都
賦
」
（
『
文
選
』
巻
五
）
劉
淵
林
注

　
　
　
艶
、
楚
歌
也
。

　
　
　
ま
た
、
王
運
煕
前
掲
論
文
参
照
。

（
７
）
　
た
と
え
ば
、
鈴
木
豹
軒
『
玉
台
新
詠
集
』
上
、
岩
波
文
庫
、
一

　
　
　
九
八
二
年
第
七
刷
。

（
８
）
　
引
注
之
法
有
三
、
一
日
正
注
、
凡
詩
中
用
事
即
引
木
事
以
解
之

　
　
　
者
也
。
一
日
互
注
、
沿
波
討
源
、
至
博
采
他
１
　
以
相
証
者
也
。

　
　
　
一
曰
訓
注
、
字
釈
句
解
、
必
求
剖
析
其
義
而
無
害
其
文
者
也
。

　
　
　
正
注
必
考
作
者
以
前
之
書
、
至
互
注
、
訓
注
、
采
飽
或
不
拘
世

　
　
　
代
前
後
、
且
時
引
詩
話
参
之
、
総
期
古
人
之
詩
明
白
透
露
而
後

　
　
　
已
。

（
９
）
　
…
…
Ａ
つ
分
以
上
下
巻
、
以
存
旧
式
、
亦
猶
文
選
存
賦
甲
於
巻
首

　
　
　
也
（
凡
例
之
一
）
。

　
　
　
注
家
引
後
明
前
、
彷
於
李
善
之
注
文
選
。
班
固
西
都
賦
注
引
用

　
　
　
蔡
識
独
断
、
其
説
目
、
諸
釈
義
或
引
後
以
明
前
、
示
臣
之
不
敢

　
　
　
専
也
。
今
亦
略
彷
其
例
、
但
不
敢
汎
引
爾
（
凡
例
之
二
）
。

　
　
　
至
用
古
人
詩
賦
見
文
選
者
、
但
挙
篇
名
、
不
書
武
人
、
以
文
選

　
　
　
人
人
所
習
也
（
凡
例
之
三
）
。

　
　
　
李
善
選
詩
注
、
向
称
該
洽
、
而
引
用
処
、
亦
頗
有
可
疑
（
凡
例

　
　
　
之
四
）

（
1
0
）
　
『
玉
台
新
詠
籤
注
』
（
中
華
１
　
局
、
一
九
八
五
）
点
校
説
明

　
　
　
引
証
頗
博
、
籤
注
詳
賂
、
只
是
有
時
繁
而
無
当
、
又
常
常
以
後

　
　
　
代
的
書
注
前
代
之
事
、
也
不
尽
允
当
。

（
Ｈ
）
　
「
類
書
と
詩
（
類
書
与
詩
）
」
（
『
聞
一
多
全
集
』
巻
三
、
生
活
・

　
　
　
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
八
二
、
唐
詩
雑
論
所
収
）
。

（
1
2
）
　
前
掲
書

　
　
　
官
既
不
全
是
文
学
、
又
不
全
是
学
術
、
而
是
介
乎
二
者
之
間
的

　
　
　
一
種
東
西
、
或
是
説
兼
有
二
者
混
合
体
、
這
種
崎
形
的
産
物
、

　
　
　
最
足
以
代
表
唐
初
的
那
種
太
像
文
学
的
学
術
、
和
太
像
学
術
的

　
　
　
文
学
了
。

（
1
3
）
　
知
曰
、
此
諸
侯
賓
客
遭
疑
忌
思
帰
而
作
。
燕
依
華
堂
、
冬
蔵
夏

　
　
　
見
、
喩
客
之
去
来
也
。
託
言
居
停
賢
婦
、
憐
客
補
綻
、
而
夫
堺

　
　
　
疑
、
以
喩
主
人
好
賢
、
而
他
人
見
忌
也
。
易
日
、
介
于
石
、
不
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侯
終
日
。
君
子
有
介
清
之
操
、
則
宜
見
幾
而
作
矣
。

（
1
4
）
　
艶
歌
行
、
歌
端
端
堂
前
燕
、
幸
自
明
其
惑
也
。
初
昭
帝
之
明
、

　
　
　
能
辨
宣
子
孟
之
謡
、
非
惑
也
。
如
蕭
望
之
劉
更
生
于
漢
元
帝
、

　
　
　
至
水
清
石
見
、
寧
非
快
事
。
唐
明
皇
幸
蜀
而
思
曲
江
、
抑
晩
矣
。

　
　
　
按
収
調
、
石
見
何
勁
勁
、
遠
接
流
宕
在
他
県
、
文
情
淡
而
益
旨
。

　
　
　
「
詩
序
型
」
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
清
・
朱
乾
『
楽
府
正

　
　
　
義
』
巻
八
の
解
釈
を
挙
げ
る
。

　
　
　
説
文
、
綻
衣
縫
解
。
組
補
縫
也
。
梢
樹
梢
也
。
闘
旅
遭
嫌
、
不

　
　
　
如
居
家
之
適
。
○
礼
不
足
則
嫌
疑
生
、
嫌
疑
之
地
、
皆
於
礼
有

　
　
　
欠
読
者
也
。
故
礼
者
所
以
別
嫌
疑
、
古
辞
、
瓜
田
不
納
履
、
李

　
　
　
下
不
整
冠
。
於
礼
将
何
居
。
曰
君
子
正
其
衣
冠
、
尊
其
瞼
視
瓜

　
　
　
田
李
下
。
豊
容
盤
桓
。
而
従
容
整
冠
納
履
乎
、
是
亦
不
足
於
礼

　
　
　
矣
。
流
宕
他
県
而
主
人
組
衣
、
畢
竟
有
妨
男
女
之
礼
、
故
啓
夫

　
　
　
靖
之
阿
。
一
帰
家
而
漫
然
矣
。
凡
事
之
渉
嫌
者
、
惟
見
幾
決
断
、

　
　
　
可
免
於
難
、
謹
視
此
耳
。
然
則
程
子
謂
凡
避
嫌
者
皆
内
不
足
、

　
　
　
共
説
非
乎
、
日
成
人
熟
於
礼
、
故
無
嫌
之
可
避
。
若
離
礼
而
曰

　
　
　
吾
不
流
於
愁
院
一
流
者
幾
希
。

（
1
5
）
　
又
倣
詩
序
之
例
、
毎
篇
各
為
小
序
以
明
其
意
。
蓋
刻
意
続
経
、

　
　
　
惟
恐
一
毫
之
不
似
。
…
…
ｔ
屈
徴
必
模
擬
刻
画
、
一
一
以
風
雅
頌

　
　
　
分
配
之
、
牽
強
支
離
固
其
所
矣
。

　
　
　
ま
た
、
『
楽
府
正
義
』
に
つ
い
て
も
、
王
運
煕
「
漢
魏
六
朝
楽

　
　
　
府
詩
研
究
書
目
提
要
」
（
『
楽
府
詩
述
論
』
前
掲
所
収
）
に
、

　
　
　
「
欠
点
は
過
剰
な
解
釈
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
穿
轄
の
し
す
ぎ

　
　
　
や
附
会
の
説
か
お
る
の
が
た
ま
に
傷
で
あ
る
〔
其
失
則
在
索
解

　
　
　
過
甚
、
傷
於
穿
壁
附
会
〕
」
と
い
う
。

（
1
6
）
　
８
　
感
激
主
人
之
恩
、
正
見
作
客
之
苦
且
賤
、
鍾
（
惺
）
。
1
2

　
　
　
有
貞
節
寄
君
子
之
意
、
譚
（
元
春
）
1
4
　
転
語
妙
、
結
法
妙
、

　
　
　
妙
在
以
下
若
有
数
句
者
、
而
忽
然
了
之
、
作
者
極
有
運
用
在
、

　
　
　
譚
。

（
1
7
）
　
客
子
情
事
、
曲
筆
写
出
、
甚
新
異
、
冬
蔵
夏
見
、
興
客
躾
忽
去

　
　
　
来
、
賢
主
人
乃
居
停
婦
、
憐
客
莫
為
補
綻
、
故
為
之
組
、
而
婦

　
　
　
之
堺
疑
之
。
客
与
婦
在
室
、
而
婿
従
門
来
、
固
応
大
疑
、
斜
倚

　
　
　
阿
状
、
且
怒
且
疑
、
無
実
可
指
、
側
立
睨
視
、
極
生
動
、
極
肖
、

　
　
　
水
清
石
見
、
比
其
無
官
、
累
累
則
石
見
之
甚
、
情
実
幸
既
自
然
、

　
　
　
若
此
豊
如
帰
。

　
　
　
『
古
詩
源
』
と
、
近
人
・
余
冠
英
の
解
釈
を
あ
わ
せ
て
挙
げ
て

　
　
　
お
く
。

　
　
　
清
・
沈
徳
潜
『
古
詩
源
』
巻
三

　
　
　
此
居
停
之
婦
、
為
客
縫
衣
、
而
其
夫
不
免
見
疑
也
。
末
云
水
清

　
　
　
石
見
。
心
跡
固
明
矣
。
然
豊
如
帰
去
為
得
計
乎
。
賢
主
人
指
居

　
　
　
停
婦
言
。
○
与
昭
上
桑
、
羽
林
郎
同
見
性
情
之
正
、
国
風
之
遺

　
　
　
也
。

　
　
　
近
人
・
余
冠
英
『
楽
府
詩
選
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五

　
　
　
三
）

　
　
　
４
〔
流
宕
〕
　
遠
遊
也
。
開
頭
四
何
是
説
遠
遊
的
人
在
外
流
宕
不

　
　
　
帰
、
不
如
燕
子
来
去
之
有
定
時
。
６
〔
補
、
綻
〕
補
綴
破
洞
叫

　
　
　
傲
『
補
』
、
縫
聯
裂
縫
叫
倣
『
綻
』
。
『
故
衣
』
『
新
衣
』
両
切
係

　
　
　
連
類
偏
挙
、
『
新
衣
』
何
是
陪
槻
、
没
有
意
義
（
新
衣
本
不
須

　
　
　
『
綻
』
）
。
７
〔
賢
主
人
〕
指
女
主
人
。
下
旬
『
夫
堺
』
指
男
主
人
。

　
　
　
８
〔
覧
〕
読
為
攬
、
攬
就
是
取
。
〔
組
〕
就
是
『
綻
』
字
。
1
0

　
　
　
〔
斜
伺
〕
斜
欲
也
。
猶
今
語
之
『
歪
』
。
〔
阿
〕
斜
視
。
1
2
〔
水
清

　
　
　
石
自
見
〕
是
説
心
述
終
可
表
明
。
1
3
〔
石
見
何
累
累
〕
比
喩
心

一
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注
大
明
、
表
明
心
注
本
不
難
、
可
是
何
必
在
外
流
宕
、
自
惹
閑

　
　
　
気
昭
？
　
最
後
両
句
包
含
許
多
牢
騒
和
委
曲
。

（
1
8
）
　
注
（
1
7
）
参
照
。

（
1
9
）
　
『
楽
府
散
論
』
映
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
。

（
2
0
）
　
『
采
荻
堂
古
詩
選
』
に
つ
い
て
は
、
松
家
裕
子
「
『
采
薇
堂
古
詩

　
　
　
選
』
と
陳
祚
明
」
（
『
桃
の
会
論
集
』
初
集
、
二
〇
〇
一
年
六

　
　
　
月
）
参
照
。

（
2
1
）
　
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版
』
（
廸
志
文
化
出
版
有
限
公
司
・
中

　
　
　
文
大
学
出
版
社
）
を
用
い
た
検
索
に
よ
る
。

（
2
2
）
　
た
だ
し
、
『
山
谷
外
集
詩
注
』
で
は
「
古
楽
府
艶
歌
行
日
、
水

　
　
　
清
魚
自
見
」
と
い
う
。

（
2
3
）
　
吉
川
幸
次
郎
『
楽
府
詩
集
の
研
究
』
序
（
『
楽
府
詩
集
の
研
究
』

　
　
　
汲
古
書
院
、
一
九
七
七
年
第
二
刷
）
参
照
。

（
2
4
）
　
Ｖ
Ｃ
Ｄ
『
銅
大
紅
』
長
白
山
音
像
出
版
社
、
発
行
年
不
明
（
吉

　
　
　
林
省
民
間
芸
術
団
に
よ
る
上
演
）
参
照
。

（
2
5
）
　
『
京
劇
劇
目
初
探
』
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
八
〇
第
二
刷
、

　
　
　
『
傍
劇
伝
統
劇
目
瀧
釈
』
黄
河
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
六
参
照
。

（
2
6
）
　
松
家
裕
子
「
蓮
花
落
に
つ
い
て
Ｉ
評
劇
の
は
じ
め
」
追
手
門
学

　
　
　
院
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
十
八
号
、
一
九
九
三
年
十
一
月
参
照
。

（
2
7
）
　
『
鉢
中
蓮
』
（
万
暦
抄
本
版
）
（
『
明
清
戯
曲
珍
本
輯
選
』
中
国
戯

　
　
　
劇
出
版
社
、
一
九
八
五
年
所
収
）
に
よ
る
。

（
2
8
）
　
松
家
裕
子
「
『
晒
上
桑
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
中
国
文
学
報
』
第

　
　
　
三
十
九
珊
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。
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