
一
、
は
じ
め
に
　
―
藤
原
通
憲
と
音
楽
―

信
西
、
す
な
わ
ち
藤
原
通
憲
に
つ
い
て
は
、「
院
の
近
臣
」
と
し
て
の

評
価
が
定
着
し
て
お
り
、
保
元
年
間
に
お
け
る
「
新
制
七
箇
条
」
の
発

布
や
内
宴
、
相
撲
節
会
の
再
興
な
ど
が
そ
の
事
績
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
て
、
為
政
者
と
し
て
の
活
躍
が
顕
著
で
あ
る
。
（
１
）

し
か
し
、
そ
の
博
覧
強

記
も
知
ら
れ
て
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。

本
来
、
信
西
は
、「
諸
道
を
兼
学
し
て
諸
事
に
く
ら
か
ら
ず
。
九
流

を
渡
て
百
家
に
至
る
。
当
世
無
双
の
厚
才
博
覧
也
」
と
か
「
達
諸

道
才
人
也
、
通
九
流
八
家
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
学
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
り
、
政
治
の
世

界
と
は
縁
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
印
象
が
強
い
。
事
実
、『
本
朝
世
紀
』

『
法
曹
類
林
』『
本
朝
事
始
』『
大
悲
山
縁

（
マ
ヽ
）

起
』『
日
本
紀
抄
』
な
ど

の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
『
本
朝
無
題
詩
』
に
一
六
首
、『
本
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朝
文
集
』
に
は
三
首
の
漢
詩
を
入
集
し
て
お
り
、
孫
で
あ
る
仁
和

寺
僧
海
恵
が
信
西
の
願
文
を
始
め
と
す
る
遺
文
を
抄
出
分
類
し
た

秀
句
集
『
筆
海
要
津
』
を
見
て
も
そ
の
詩
文
の
才
が
窺
わ
れ
る
。

さ
ら
に
管
弦
の

（
マ
ヽ
）

道
に
も
秀
で
、
易
筮
・
天
文
に
も
通
じ
て
い
た
事

も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
２
）

右
は
関
口
力
氏
の
言
葉
で
あ
る
が
、
著
書
多
数
、
詩
文
、
管
絃
、
易

筮
、
天
文
と
諸
道
に
通
じ
た
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
多
才

ぶ
り
か
ら
す
る
と
、「
院
の
近
臣
信
西
」
と
い
う
の
は
そ
の
一
側
面
で
あ

っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
氏
は
「
九
流
を
渡
て
百
家
に
至
る
」、「
通
九
流
八
家
」

と
い
う
通
憲
に
対
す
る
後
世
の
評
価
を
引
い
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も

彼
の
広
学
ぶ
り
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
、
前
者
は
『
平
治
物
語
』、
後

者
は
『
尊
卑
分
脈
』
が
典
拠
で
あ
る（
３
）が

、
琵
琶
の
歴
史
物
語
と
い
わ
れ
る

『
文
机
談
』
に
も
、
こ
れ
に
近
似
す
る
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
通
憲
の
少
納
言
と
申
は
、
季
綱
と
き
こ
え
し
博
士
の
す
ゑ
な
れ

藤
原
通
憲
と
琵
琶

―
―
藤
原
通
憲
の
音
楽
研
究
に
向
け
て
―
―

神
　
田
　
邦
　
彦
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と
も
、
た
ゝ
の
人
に
な
り
て
日
向
守
と
そ
申
け
る
、
当
道
に
か
き

ら
す
八
家
に
く
ら
か
ら
す
、
保
元
の
こ
ろ
よ
り
天
下
を
執
行
せ
ら

れ
し
か
と
も
、
平
治
に
あ
と
な
く
な
り
給
に
き
、
信
西
入
道
こ
れ

也
、
こ
の
み
ち
の
事
も
ふ
か
く
さ
た
を
い
た
し
て
、
口
伝
文
書
お

ほ
く
そ
む
ち
あ
り
け
れ
と
も
、
あ
ね
か
こ
う
ち
の
い
ゑ
に
て
み
な

や
け
侍
に
け
り
、
さ
て
こ
そ
妓
女
の
舞
な
と
を
も
申
を
こ
な
は
れ

け
れ
、
（
４
）

傍
線
部
「
当
道
に
か
ぎ
ら
ず
」
の
「
当
道
」
が
「
琵
琶
道
」
で
あ
る
こ

と
は
、
言
を
俟
た
な
い
。
同
書
が
「
琵
琶
の
伝
来
相
承
の
物
語
を
一
夜

語
り
明
か
す
と
い
う
、
大
鏡
を
模
し
た
文
学
的
構
成
を
も
つ
」
（
５
）

こ
と
か
ら

す
れ
ば
了
解
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
の
直
後
の
「
八
家
に
く
ら
か
ら
ず
」

部
分
で
あ
る
が
、『
校
注
文
机
談
』
頭
注
は
「
百
家
（
多
く
の
学
説
）
の

あ
て
字
か
。「
諸
道
を
兼
学
し
て
諸
事
に
暗
か
ら
ず
、
九
流
を
渡
っ
て
百

家
に
至
る
」（
平
治
物
語
）」
と
、『
平
治
物
語
』
の
類
似
箇
所
を
挙
げ
、

「
百
家
」
の
「
あ
て
字
か
」
と
す
る
。
（
６
）

「
百
家
」
は
、
も
ろ
も
ろ
の
思
想
家
、

学
派
を
指
し
、
（
７
）

「
九
流
」
は
秦
時
代
の
九
学
派
で
あ
る
儒
家
、
道
家
、
陰

陽
家
、
法
家
、
名
家
、
墨
家
、
縦
横
家
、
雑
家
、
農
家
を
指
す
と
い
う
（
８
）

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
道
に
通
じ
た
さ
ま
を
い
っ
た
喩
え
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
は
「
琵
琶
道
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
道
に
通
じ
て
い

た
」
と
な
ろ
う
が
、「
当
道
に
か
ぎ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
琵
琶

道
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

音
楽
の
世
界
に
お
い
て
は
琵
琶
に
巧
み
な
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と

覚
し
い
が
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
は
ど
う
か
。

通
憲
の
伝
と
し
て
は
、
ま
ず
『
大
日
本
史
』
列
伝
の
そ
れ
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
又
歌
舞
を
好
み
、
嘗
て
曲
中
の
佳
な
る
も
の
を
撰

び
、
妓
・
磯
禅
師
に
教
へ
て
之
を
舞
わ
し
む
。
白
拍
子
此
に
始
ま
る
。
徒

然
草
」（
原
漢
文
）
（
９
）と

、
音
楽
に
関
わ
る
事
績
は
『
徒
然
草
』
二
二
五
段

の
所
謂
白
拍
子
起
源
譚
し
か
記
さ
な
い
。

研
究
論
文
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
に
岩
橋
小
弥
太
の
言
及
を
見
る
く

ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
も
通
憲
の
生
涯
を
通
観
す
る
中
で
の

発
言
に
と
ど
ま
る
。
（
10
）

要
す
る
に
、
通
憲
伝
に
お
い
て
は
音
楽
が
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
近
年
の
事
典
類
に
お
い
て
は
、
通
憲
の
項
目
に

音
楽
の
文
字
が
見
当
た
ら
な
い
。

通
憲
と
音
楽
に
つ
い
て
考
究
の
必
要
を
説
く
に
は
、
通
憲
伝
の
再
検

討
が
あ
る
。
一
昨
年
、
二
松
学
舎
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
研
究
報

告
書
と
し
て
『
藤
原
通
憲
資
料
集
』
が
公
刊
さ
れ
た
。
筆
者
は
そ
の
卒

伝
の
作
成
に
関
わ
り
「
楽
書
・
音
楽
記
事
」
の
項
目
を
担
当
し
た（
11
）が

、
こ

れ
ま
で
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
通
憲
の
資
料
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

通
憲
伝
に
お
い
て
は
音
楽
が
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、『
通
憲
資
料
集
』
に
挙
げ
ら
れ
た
通
憲
卒
伝
資
料
四
十
二
項
目
の
う

ち
、「
楽
書
・
音
楽
記
事
」
は
十
四
項
目
に
及
ぶ
。
彼
の
音
楽
分
野
で
の

活
躍
が
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
伝
記
は
改

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
推
察
す
る
。



ま
た
、
通
憲
伝
に
は
史
実
と
伝
承
の
境
界
が
分
明
で
な
い
部
分
が
あ

る
。
同
資
料
集
は
冒
頭
「
藤
原
通
憲
と
は
―
『
大
日
本
史
』
よ
り
―
」

に
、

藤
原
通
憲
に
つ
い
て
は
、
列
伝
の
記
載
が
『
平
治
物
語
』
や
『
今

鏡
』、
そ
の
他
、
歴
史
評
論
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
し
か
も
『
通

憲
入
道
蔵
書
目
録
』
も
彼
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
に

到
っ
た
現
在
、
そ
の
事
績
の
史
実
か
伝
承
か
を
厳
密
に
分
け
て
み

る
べ
き
時
期
が
来
た
よ
う
に
推
察
す
る
。
本
資
料
集
は
そ
の
た
め

の
言
わ
ば
叩
き
台
で
あ
る
。
（
12
）

と
編
纂
の
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
通
憲
伝
に

つ
い
て
は
軍
記
や
歴
史
物
語
の
記
述
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
そ
の

伝
記
も
お
の
ず
と
そ
の
記
述
に
副
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
を
改
め

る
べ
く
編
集
が
進
め
ら
れ
た
。
音
楽
に
関
し
て
例
を
挙
げ
れ
ば
、
先
述

の
白
拍
子
起
源
譚
が
あ
る
。
同
起
源
譚
に
つ
い
て
は
、
通
憲
が
こ
れ
を

始
め
た
と
い
う
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
検
討
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
意
見
は
分
か
れ
て
い
る
。
（
13
）

し
か
し
、
先
述
の
『
大
日
本
史
』

が
こ
れ
を
通
憲
の
事
績
と
し
た
の
を
は
じ
め
、
近
年
の
事
典
に
お
い
て

も
、
こ
れ
を
無
批
判
に
記
述
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
唐
代
の
楽
舞

を
描
い
た
絵
巻
に
〔
古
楽
図
〕
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
日
本
古
典
全
集

に
「
信
西
古
楽
図
」
の
書
名
で
影
印
が
収
録
さ
れ
、
通
憲
作
と
し
て
引

用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
（
14
）

し
か
し
、
本
絵
巻
に
内
題
は
な
く
、
末
尾
に

「
少
納
言
入
道
信
西
本
」
に
よ
る
追
加
が
あ
る
か
ら
か
、「
信
西
古
楽
図
」
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等
の
外
題
を
有
す
る
写
本
が
あ
り
、
古
典
全
集
本
に
お
い
て
も
そ
れ
が

採
用
さ
れ
た
と
い
う
の
が
事
情
で
あ
る
。
同
絵
巻
に
信
西
が
関
わ
っ
て

い
る
か
否
か
は
、
検
討
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
別
稿
に
述

べ
た（
15
）が

、
彼
に
は
保
元
の
内
宴
復
興
で
妓
女
の
舞
を
行
わ
せ
た
と
す
る

伝
承
も
あ
る
。
同
内
宴
で
は
尺
八
を
再
興
し
た
と
も
い
う
。
通
憲
を
め

ぐ
る
音
楽
伝
承
に
は
課
題
が
山
積
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
う
い
っ

た
伝
承
が
生
じ
る
に
つ
い
て
は
、
彼
に
音
楽
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
推
察
す
る
。
通
憲
と
音
楽
と
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
の
か
。
こ

れ
ら
課
題
解
決
の
た
め
に
は
、
通
憲
の
音
楽
に
つ
い
て
も
考
究
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
筆
者
は
『
藤
原
通
憲
資
料
集
』
編
集
の
の
ち
、「
楽
書
に
見
る

藤
原
通
憲
（
信
西
）」
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
た（
16
）が

、
そ
れ
は
謂
わ
ば
助

走
路
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
助
走
路
を
も
と
に
「
藤
原
通
憲

の
音
楽
」
全
容
の
追
及
を
構
想
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
第
一
歩
で
あ

る
。

二
、
藤
原
通
憲
と
音
楽
資
料

通
憲
と
音
楽
に
関
わ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
藤
原
通
憲
資

料
集
』
中
に
収
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
基
に
表
に
示
す
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
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こ
う
し
て
見
る
と
、
通
憲
に
関
わ
る
音
楽
資
料
は
古
記
録
を
は
じ
め
、

文
書
、
歴
史
物
語
、
楽
書
、
歴
史
書
、
随
筆
…
…
と
多
岐
に
亘
る
。
煩

雑
を
避
け
、
便
宜
上
こ
れ
ら
を
分
類
し
て
み
る
と
、

（
一
）
琵
琶
に
関
す
る
も
の

（
二
）
箏
に
関
す
る
も
の

（
三
）
笙
に
関
す
る
も
の

（
四
）
舞
と
今
様
に
関
す
る
も
の

（
五
）
種
々
の
楽
器
、
音
楽
の
故
実
に
関
す
る
も
の

（
六
）
そ
の
他

の
六
類
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
通
憲
の
音
楽
の
実
態
を
探
る
た
め
に
は
、

こ
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
各
記
事
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
適
当

か
と
考
え
る
が
、
紙
数
の
関
係
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
藤
原
通
憲
の

音
楽
研
究
へ
の
階
梯
と
し
て
、
も
っ
と
も
記
事
の
多
い
琵
琶
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
。
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三
、
藤
原
通
憲
と
琵
琶
　
―
師
弟
関
係
か
ら
―

通
憲
が
琵
琶
の
奏
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
表
『
台
記
』
久
安
三

年
（
一
一
四
七
）
九
月
一
四
日
条
の
四
天
王
寺
御
幸
で
の
琵
琶
弾
奏
か

ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
同
記
事
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
で
は
通
憲

の
琵
琶
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
師
弟
関
係
か
ら
見
て
い

く
。室

町
中
期
成
立
と
さ
れ
る
伏
見
宮
本
『
琵
琶
血
脈
』
に
よ
れ
ば
、
楽

所
預
藤
原
孝
博
の
弟
子
に
「
少
納
言
藤
原
通
憲
」
と
見
え
、
そ
の
弟
子

に
「
源
博
玄
」
の
名
が
あ
る
（
左
図
参
照
）。

（
17
）



通
憲
が
孝
博
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、『
胡
琴
教
録
』
巻
上
「
手
」

に
も
、答

云
、
わ
か
三
人
の
し
に
あ
ひ
て
こ
れ
を
な
ら
う
、
少
納
言
入
道
、

四
条
殿
顕
仲
卿
女
、
こ
の
両
人
と
も
に
孝
博
が
弟
子
に
て
、
一
切
さ

を
ひ
な
し
、
（
18
）

と
見
え
る
。
同
書
は
中
原
有
安
の
言
談
を
弟
子
が
筆
録
し
た
も
の
と
さ

れ
、
こ
こ
に
い
う
「
わ
が
」
は
有
安
と
推
察
さ
れ
る
。
（
19
）

ま
た
、「
こ
れ
」

と
は
秘
曲
《
啄
木
》
の
こ
と
で
、
有
安
は
通
憲
か
ら
こ
れ
を
習
っ
た
と

解
さ
れ
る
。

ま
た
、『
文
机
談
』
に
も
、

一
、
こ
の
孝
博
の
よ
り
う
は
な
を
侍
り
。
大
納
言
重
通
卿
・
少
納
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言
通
憲
・
宇
治
七
郎
博
業
、
こ
の
人

く
と
ぞ
申
め
る
。
（
20
）

一
、
通
憲
の
少
納
言
入
道
、
こ
れ
も
孝
博
が
流
を
ぞ
き
わ
め
給
け

る
。（
中
略
）
博
玄
は
こ
の
弟
子
に
て
侍
け
る
が
、
後
に
治
部

卿
の
つ
ぼ
ね
に
な
ら
ひ
け
る
也
。
（
21
）

と
記
さ
れ
る
。
上
記
三
書
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
師
が
孝
博
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
り
、
弟
子
に
つ
い
て
は
、『
文
机
談
』『
琵
琶
血
脈
』
が

博
玄
、『
胡
琴
教
録
』
が
有
安
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
師
弟
関
係
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
る
。

藤
原
孝
博
に
つ
い
て

孝
博
に
つ
い
て
は
磯
水
絵
氏
の
「
楽
人
誌
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ

ば
生
年
は
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）、
ま
た
は
同
四
年
（
一
〇
七
二
）
か

と
推
測
さ
れ
、
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
二
月
十
四
日
、
齢
八
十
三
ま

た
は
八
十
五
で
没
し
た
と
い
う（
22
）か

ら
、
通
憲
出
生
時
に
は
す
で
に
三
十

歳
を
過
ぎ
て
お
り
、
没
時
通
憲
は
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

通
憲
が
孝
博
に
師
事
し
た
と
す
れ
ば
、
比
較
的
若
い
時
期
か
ら
習
っ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
琵
琶
の
演
奏
記
録
は
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）

九
月
十
四
日
（
通
憲
四
十
二
歳
、
詳
し
く
は
後
述
）
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
、
琵
琶
習
学
の
履
歴
に
つ
い
て
は
他
方
面
か
ら
の
検
討
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

孝
博
は
、
嵯
峨
供
奉
賢
円
に
始
ま
る
西
流
と
帥
大
納
言
経
信
に
始
ま

る
桂
流
と
が
あ
っ
た
琵
琶
の
血
脈（
23
）の

西
流
師
範
で
あ
り
、
弟
子
に
は
通
憲
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ほ
か
、
藤
原
重
通
、
九
条
兼
実
、
藤
原
博
業
、
同
孝
定
、
同
師
長
ら
が

い
る
（『
琵
琶
血
脈
』）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
通
憲
の
琵
琶
は
西
流
の
流
れ
を

汲
む
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
文
机
談
』
は
通
憲
を
「
孝
博
が
流
を

ぞ
き
わ
め
給
け
る
」
と
評
し
、『
胡
琴
教
録
』
前
掲
部
分
に
も
「
わ
か
三

人
の
し
に
あ
ひ
て
こ
れ
を
な
ら
う
、
少
納
言
入
道
、
四
条
殿
顕
仲
卿
女
、

こ
の
両
人
と
も
に
孝
博
が
弟
子
に
て
、
一
切
さ
を
ひ
な
し
」
と
、
通
憲

の
《
啄
木
》
の
弾
き
方
は
師
孝
博
に
寸
分
違
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
述

べ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
通
憲
の
琵
琶
は
師
孝
博
の
技
を
写
瓶
し
た

部
分
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
通
憲
の
琵
琶
に
つ

い
て
は
あ
と
で
考
察
す
る
。

通
憲
の
師
に
つ
い
て
は
前
掲
の
三
書
は
い
ず
れ
も
孝
博
と
し
て
お
り
、

異
説
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
通
憲
が
孝
博
に
師
事
し
た
と
す
れ

ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
孝
博
の
家

系
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
磯
氏
は
「
孝
博
は
六
波
羅
蜜
寺
の
別
当

を
代
々
勤
め
た
家
の
出
で
、
別
当
長
慶
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
後

伊
賀
守
孝
清
の
養
子
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
」（
前
掲
論

文
）
と
す
る
。
孝
博
は
六
波
羅
蜜
寺
別
当
家
に
出
生
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
通
憲
は
六
波
羅
蜜
寺
別
当
理
慶
に
箏
を
習
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
（
24
）

六
波
羅
蜜
寺
と
の
関
係
と
い
う
点
で
共
通
点
が
指
摘
で
き
る
。
久
安

三
年
、
鳥
羽
法
皇
の
四
天
王
寺
御
幸
に
六
波
羅
蜜
寺
別
当
覚
暹
と
と
も

に
秘
曲
《
楊
真
操
》
を
弾
い
て
い
る
（
後
述
）
が
、
こ
れ
も
何
か
の
縁

だ
ろ
う
か
。

六
波
羅
と
い
え
ば
平
忠
盛
、
清
盛
の
邸
宅
が
あ
っ
た
か
ら
、
無
論
通

憲
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
白
河
、
鳥
羽
両
院
は
幾
度
も
こ
れ
へ
方
違
、

御
幸
し
て
い
る（
25
）か

ら
、
鳥
羽
院
の
判
官
代
で
あ
っ
た
通
憲
は
当
然
こ
れ
に

随
行
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
自
身
平
清
盛
と
は
交
渉
が
あ
っ
た
。
（
26
）

院
と
の

関
係
か
ら
、
六
波
羅
周
辺
の
人
物
と
の
交
際
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
さ

れ
る
。
覚
暹
や
孝
博
と
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
そ
う
い
っ

た
事
情
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
、
通
憲
が
孝
博
に
琵
琶
を
学
ん
だ
の
は
す
こ
し
も
不
自

然
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
す
る
。
六
波
羅
周
辺
に
は
孝
博
を
は

じ
め
、
覚
暹
、
理
慶
等
、
琵
琶
や
箏
に
通
じ
た
と
さ
れ
る
人
物
が
指
摘

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
な
れ
ば
通
憲
が
琵
琶
を
学
ん
だ
の

は
鳥
羽
院
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
な
ぜ
通

憲
は
琵
琶
を
学
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
音
楽
を
学
ん
だ
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
疑
問
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
検
討
す
る
。

源
博
玄
に
つ
い
て

前
掲
『
文
机
談
』『
琵
琶
血
脈
』
に
通
憲
の
弟
子
と
見
え
る
が
、
他
に

通
憲
と
の
関
係
を
示
す
資
料
は
管
見
に
及
ば
な
い
。
生
没
年
、
家
系
等

は
未
詳
で
、「
博
玄
」
の
よ
み
も
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
ひ
ろ
は
る
」

で
あ
ろ
う
か
。『
箏
相
承
系
図
』
他
に
「
法
名
妙
観
」
と
左
注
が
見
え
、
（
27
）

『
胡
琴
教
録
』
に
「
博
玄
入
道
」
と
出
て
い
る（
28
）か

ら
、
出
家
し
て
い
る
。

前
者
に
は
「
妙
音
院
太
政
大
臣
侍
」
と
も
見
え
、
藤
原
師
長
の
侍
で
あ



っ
た
と
い
う
か
ら
、
通
憲
と
師
弟
関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

師
長
の
父
頼
長
が
通
憲
と
交
渉
の
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
な
お
、『
文
机
談
』
に
は
、

二
条
院
御
比
巴
、
有
安
、
信
綱
な
ど
こ
の
み
よ
に
候
け
り
。
孝
定

は
妙
音
院
の
御
で
が

（
マ
ヽ
）

は
り
と
て
つ
ね
に
御
湯
殿
の
は
ざ
ま
な
ど
に

候
て
、
四
絃
の
曲
を
奏
す
。
め
う
く
わ
ん
博
玄
と
い
ひ
け
る
す
き

物
も
こ
の
御
時
に
う
ま
れ
あ
ひ
に
け
る
と
ぞ
う
け
給
け
る
。
（
29
）

と
あ
っ
て
、
二
条
院
時
代
（
保
元
三
年
〈
一
一
五
八
〉
〜
永
万
元
年

〈
一
一
六
五
〉、
通
憲
五
十
三
、
四
歳
）
に
め
ぐ
り
合
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
通
憲
に
師
事
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
晩
年
の
弟
子
で
、

し
か
も
そ
の
関
係
は
短
期
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
文
机
談
』

に
「
博
玄
は
こ
の
弟
子
に
て
侍
け
る
が
、
後
に
治
部
卿
の
つ
ぼ
ね
に
な

ら
ひ
け
る
也
」（
前
掲
）
と
あ
っ
て
、
師
は
の
ち
に
治
部
卿
に
変
わ
っ
た

と
伝
え
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
で
あ
る
が
、『
胡
琴
教

録
』
は
通
憲
と
博
玄
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
ず
、
注
意
さ
れ
る
。

博
玄
に
つ
い
て
は
資
料
が
あ
ま
り
に
少
な
く
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
難

し
い
。

中
原
有
安
に
つ
い
て

有
安
に
つ
い
て
は
、
鴨
長
明
の
琵
琶
の
師
範
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長

明
研
究
の
方
面
か
ら
つ
と
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
相
馬
万
里
子
氏
が
通

憲
と
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
。
氏
は
、「
若
年
の
有
安
が
最
も
影
響
を
受
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け
た
の
は
、
少
納
言
入
道
信
西
（
一
一
五
九
没
）
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
」

る
と
指
摘
さ
れ
る
（
30
）

が
、『
教
録
』
中
に
引
か
れ
る
通
憲
の
談
話
は
十
二
条

を
数
え
（
前
掲
表
参
照
）、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
が
窺
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
次
の
よ
う
な
一
条
で
あ
る
。
な
お
、『
胡
琴
教
録
』
に
は
真
名
本

（
上
巻
欠
）
と
仮
名
交
り
本
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
に
つ
い

て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る（
31
）か

ら
、
以
下
引
用
に
際
し
て
は
真
名
本
と
仮

名
交
り
本
と
を
併
記
す
る
。

（
真
名
本
）
問
云
、
諸
曲
波
能
々
手
尓
付
弖
後
可
善
聞

、
如
何
。
答

云
、
然
也
。
但
、
手
尓
付
事
波
、
必
志
毛
不
極
止
毛
能
々
毎
其
曲
可
心

得
也
。
此
楽
波
然
々
可
引
、
此
掻
合
波
如
此
可
引
、
此
手
波
然
々
止

可
案
解
也
。
作
者
乃
作
介
牟
大
意
乎
心
得
天
可
弾
也
。
所
謂
少
納
言
入

道
殿
波
手
尓
付
弖
引
給
事
波
、
左
万
弖
波
無
狩
志
可
止
毛
、
毎
曲
心
得

給
垂
志
也
。
即
其
流
尓
弖
予
毛
又
殊
所
思
惟
也
。
（
32
）

（
仮
名
交
り
本
）
問
云
、
も
ろ

く
の
き
よ
く
は
、
よ
く

く
て
に

付
て
後
可
善
聞

、
答
云
、
然
也
、
但
手
に
付
事
は
か
な
ら
す
し

も
不
極
と
も
、
よ
く

く
そ
の
き
よ
く
こ
と
に
心
う
へ
き
也
、
此

楽
は
然
々
可
引
、
此
掻
合
は
如
此
可
引
、
此
手
は
然
々
と
可
案
解

也
、
作
者
の
つ
く
り
け
ん
大
意
を
心
得
て
ひ
く
へ
き
也
、
い
は
ゆ

る
少
納
言
入
道
殿
は
手
に
つ
付
て

（
ミ
セ
ケ
チ
）
　

ひ
き
給
事
は
、
さ
ま
て
は
な
か

り
し
か
と
も
、
毎
曲
心
え
給
し
也
、
即
そ
の
な
か
れ
に
て
、
わ
れ

も
又
こ
と
に
思
惟
す
る
也
、
（
33
）

琵
琶
の
弾
き
様
に
関
す
る
弟
子
の
問
い
に
有
安
が
答
え
た
条
で
、
通

ヽ
ヽ
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憲
の
例
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
に
「
即
そ
の
な
か
れ
に
て
、
わ

れ
も
又
こ
と
に
思
惟
す
る
也
」
と
、
有
安
は
通
憲
の
流
れ
を
汲
む
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
琵
琶
に
関
す
る
通

憲
の
言
談
は
同
書
中
に
十
二
条
を
数
え
、
有
安
は
通
憲
よ
り
秘
曲
《
楊

真
操
》
を
伝
授
さ
れ
た
と
も
話
し
て
お
り
（
前
掲
）、
通
憲
に
師
事
し
て

い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
有
安
と
の
関
係
は
『
古
今
著
聞
集
』
一
二
八
話

に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
、
有
安
は
通
憲
宅
で
行
な
わ
れ
た
私
的
な
詩
会

で
朗
詠
を
披
露
し
て
い
る
。
（
34
）

な
お
、〔
巻
子
本
厳
島
文
書
〕
五
七
「
藤
原

成
範
等
連
署
状
」
に
、
通
憲
の
息
成
範
等
が
厳
島
神
社
を
訪
れ
、
妓
女

の
芸
能
を
見
て
、
父
通
憲
が
生
前
こ
れ
を
賞
翫
し
て
い
た
こ
と
に
思
い

を
馳
せ
、
涙
を
流
す
場
面
が
あ
る
。
成
範
は
そ
の
感
慨
は
紙
上
に
尽
く

し
が
た
し
と
し
て
有
安
に
伝
え
よ
う
と
す
る
が
、
彼
は
も
う
帰
洛
し
た

…
と
あ
る
。
（
35
）

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
有
安
と
通
憲
一

家
と
は
長
い
付
き
合
い
で
、
通
憲
亡
き
後
も
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
と
も
あ
れ
、
有
安
と
は
琵
琶
の
師
弟
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
交
渉
が
あ
っ
た
と
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、『
文
机
談
』
に
通
憲
か
ら

有
安
へ
の
師
資
相
承
の
事
は
記
さ
れ
な
い
。

大
納
言
重
通
卿
も
孝
博
に
ぞ
伝
給
。
そ
の
な
が
れ
を
ば
飛
騨
守
中

原
有
安
と
て
、
楽
所
預
に
て
侍
し
人
給
は
り
に
け
り
。
こ
の
有
安
、

笛
は
戸
部
氏
を
き
わ
め
、
箏
は
わ
か
尼
の
余
流
を
う
く
。
比
巴
三

人
の
明
師
に
つ
た
え
て
の
こ
る
事
な
し
。
そ
の
三
人
と
い
ふ
は
、

七
郎
大
夫
博
業
・
桂
少
輔
信
綱
・
こ
の
納
言
の
三
人
也
。

（
巻
第
三
「
按
察
大
納
言
流
事
　
有
安
事
」）
（
36
）

同
書
は
有
安
が
博
業
（
本
名
資
定
）、
信
綱
、
重
通
の
三
師
に
師
事
し
た

と
し
、
西
流
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
す
る
。『
琵
琶
血
脈
』
も
こ
れ
に
同

工
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

『
文
机
談
』
に
有
安
の
「
三
人
の
明
師
」
と
さ
れ
る
人
物
の
う
ち
、
博

業
、
重
通
は
と
も
に
孝
博
の
弟
子
で
あ
り
西
流
に
属
す
る
が
、「
桂
少
輔

信
綱
」
と
い
う
の
は
桂
大
納
言
源
経
信
の
孫
信
綱
そ
の
人
で
、
桂
流
を

継
承
し
て
い
る
（
37
）か

ら
、
有
安
の
琵
琶
は
西
・
桂
両
流
に
学
ん
で
い
る
は
ず

で
あ
る
。『
胡
琴
教
録
』
に
も
、

又
云
、
予
桂
少
輔
つ

（
マ
ヽ
）

き
て
秘
曲
を
て
ん
し
ゆ
の
こ
ろ
を
ひ
、
蒙
口

伝
及
奥
旨
、
兼
又
世
上
に
所
見
聞
有
不
審
之
時
、
か
な
ら
す
ま
つ

参
向
散
之
、
（
38
）

と
、
信
綱
よ
り
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
、

わ
か
な
ら
ひ
つ
た
ふ
る
と
こ
ろ
の
曲
調
、
竭
此
譜
者
也
と
て
給
譜
、

う
ち
く
も
り
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
ふ

（
マ
ヽ
）

の
な
ゝ
り
、
手
・
掻
合

及
啄
木
等
の
秘
事
く
て
ん
ま
て
、
師
説
に
ま
か
せ
て
し
る
し
つ
く

云
々
、
わ
か
貴
重
し
て
も
つ
と
こ
ろ
に
、（
後
略
）
（
39
）

と
あ
っ
て
、
信
綱
よ
り
「
う
ち
ぐ
も
り
」
と
い
う
譜
を
授
か
っ
て
い
た

こ
と
も
わ
か
る
。
信
綱
と
の
師
弟
関
係
は
明
か
で
、
有
安
は
桂
・
西
の

両
流
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
大
原
尾
張
殿
よ
り
秘
曲
伝
授
に
預

か
っ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
、『
胡
琴
教
録
』『
十
訓
抄
』『
文
机
談
』
に

同
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、『
文
机
談
』
は
伝
授
を
許
さ
れ
な



か
っ
た
と
し
て
い
て
、
他
二
書
と
相
違
す
る
が
、
こ
の
逸
話
に
つ
い
て

は
別
稿
に
検
討
し
た
か
ら
こ
こ
で
は
そ
ち
ら
に
譲
る
。
（
40
）

結
論
だ
け
を
述

べ
れ
ば
、『
教
録
』
の
有
安
の
言
談
中
に
尾
張
殿
の
《
啄
木
》
の
撥
の
挿

し
方
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
有
安
は
尾
張
殿
の
相
伝
を
受
け
た
と
解
釈

す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
（
41
）

上
記
の
資
料
を
総
合
す
る
と
、
有
安
は
西
流
を
博
業
･
重
通
か
ら

（『
文
机
談
』）、
ま
た
通
憲
･
四
条
殿
か
ら
（『
教
録
』）
学
び
、
桂
流
を

信
綱
、
尾
張
殿
か
ら
（『
教
録
』）
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
教
録
』

が
記
載
す
る
師
に
つ
い
て
は
、
同
書
が
有
安
の
言
談
録
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
信
用
を
置
い
て
よ
い
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、『
文
机
談
』
に
つ
い

て
は
ど
う
か
。

『
文
机
談
』
の
記
述
に
よ
る
と
、「
大
納
言
重
通
卿
も
孝
博
に
ぞ
伝
給
。

そ
の
な
が
れ
を
ば
飛
騨
守
中
原
有
安
と
て
、
楽
所
預
に
て
侍
し
人
給
は

り
に
け
り
」
と
書
き
出
し
て
い
る
か
ら
、
有
安
は
孝
博
の
流
れ
、
つ
ま

り
西
流
に
組
す
る
も
の
と
い
い
た
い
よ
う
で
あ
る
が
、「
西
流
に
傾
く
」

と
そ
の
記
述
に
歪
み
の
指
摘
さ
れ
る
『
文
机
談
』
（
42
）

で
あ
る
か
ら
、
そ
の

点
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、『
胡
琴
教
録
』
中
の
有
安
の
言
談
に
彼
の
師
弟
関
係
を
追
っ

て
み
る
。
有
安
は
琵
琶
の
師
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
中

で
通
憲
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
の
か
。
次
章
で
検
討
を
加
え

て
み
る
。
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四
、
藤
原
通
憲
と
中
原
有
安

１
、
桂
流
･
西
流
に
つ
い
て

桂
流
と
西
流
に
つ
い
て
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、「
桂
」「
西
」
と
い
う
言
い
方
の
初
見

は
、
藤
原
師
長
の
『
三
五
要
録
』『
仁
智
要
録
』
で
あ
ろ
う
か
。『
胡
琴

教
録
』
に
お
い
て
は
、「
桂
」「
西
」
と
い
う
言
い
方
は
し
て
お
ら
ず
、

「
経
信
流
」「
経
信
方
」、「
院
禅
流
」「
院
禅
方
」
と
出
て
お
り
、
有
安
に

両
流
へ
の
意
識
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
桂
･
西
に
関
す
る
言

談
を
引
い
て
み
る
。

（
ア
）
巻
上
「
教
学
琵
琶
」
よ
り

院
禅
は
あ
な
か
ち
に
も
の
を
ひ
せ
す
、
よ
て
そ
の
な
か
れ
を
ゝ
し
、

帥
大
納
言
は
、
て
し
の
た
め
に
頗
は
ら
く
ろ
し
と
い
へ
り
、
よ
て

そ
の
な
か
れ
つ
た
へ
な
ら
ふ
人
、
お
ほ
か
ら
さ
る
も
の
を
や
、
あ

な
か
ち
に
ひ
す
る
は
、
か
く
の
こ
と
き
の
と
か
あ
り
、
し
か
あ
り

と
て
、
又
と
く
な
き
も
の
に
を
し
へ
ち
ら
す
事
あ
た
は
さ
れ
、
よ

く

く
あ
ひ
は
か
ら
ふ
へ
き
こ
と
な
り
、
（
43
）

（
ア
）
は
、
西
流
院
禅
と
桂
流
経
信
と
を
比
較
し
た
条
で
、
経
信
は
琵

琶
の
こ
と
を
よ
く
秘
密
に
し
た
の
で
弟
子
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
い
、

院
禅
は
あ
な
が
ち
秘
密
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
教
え
散

ら
す
の
も
よ
く
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
桂
・
西
流
両
者
の
、
弟
子
に
対
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す
る
態
度
を
冷
静
に
分
析
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、「
帥
大
納
言
は
、

て
し
の
た
め
に
頗
は
ら
く
ろ
し
と
い
へ
り
」
と
い
う
発
言
は
桂
流
の
立

場
に
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、「
と
く
な
き
も
の
に
を
し
へ

ち
ら
す
事
あ
た
は
さ
れ
」
と
い
う
の
も
院
禅
の
や
り
方
を
批
判
し
た
も

の
と
と
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
イ
）
巻
上
「
調
比
巴
」
よ
り

又
仰
云
、
袖
を
は
を
し
ま
く
り
て
ひ
く
へ
き
か
、
又
比
巴
を
い
れ

て
ひ
く
へ
き
か
、
申
云
、
孝
博
は
ま
く
り
て
ひ
き
候
け
り
、
そ
の

ゆ
へ
は
、
い
れ
て
ひ
く
は
、
か
り
き
ぬ
の
く
ゝ
り
に
、
は
ち
の
し

り
か
ゝ
り
て
、
中
間
に
失
箱
い

（
錯
カ
）

て
き
た
る
な
り
、
信
綱
は
、
を
し

ま
く
り
て
ひ
く
は
、
う
し
ろ
よ
り
み
る
に
す
か
た
わ
ろ
し
と
て
、

い
れ
て
ひ
き
候
也
、
二
の
せ
つ
と
も
に
そ
の
い
は
れ
な
き
に
あ
ら

す
候
、
た
た
し
せ
ん
す
る
所
、
か
り
き
ぬ
は
け
の
事
に
候
、
は
れ

の
所
作
に
は
か
な
ら
す
束
帯
、
も
し
は
こ
は
き
衣
冠
を
き
る
時
、

を
し
ま
く
り
て
候
は
ん
、
さ
た
め
て
す
か
た
も
こ
と
や
う
に
、
又

ひ
き
に
く
ゝ
も
候

、
（
44
）

（
イ
）
は
、
有
安
が
二
条
院
の
御
前
に
参
上
し
、
琵
琶
に
つ
い
て
院
の

問
い
に
答
え
る
場
面
。
琵
琶
を
弾
く
時
、
衣
服
の
袖
は
ま
く
っ
て
弾
く

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
琵
琶
を
袖
の
内
に
入
れ
て
弾
く
べ
き
か
。
有
安
は

桂
流
信
綱
と
西
流
孝
博
の
弾
き
方
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
根
拠

を
正
し
て
欠
点
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
も
有
安
は
、
西
、
桂
の
両
流
を
比

較
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
言
談
は
次
の
条
に
も
見
え
る
。

（
ウ
）
巻
上
「
取
撥
」

又
云
、
以
撥
お
に
あ
つ
る
や
う
に
、
き
り
め
を
ま
さ
し
く
む
け
た

る
や
う
に
み
す
へ
き
也
、（
中
略
）
又
云
、
信
綱
説
、
う
る
は
し
く

か
ね
に
か
き
く
た
す
へ
し
、
資
定
説
、
そ
こ
ふ
る
す
ち
か
へ
て
覆

手
の
か
た
へ
ひ
く
へ
し
云
々
、
ふ
た
つ
の
説
と
も
に
は
ち
め
ん
の

中
心
也
、

又
云
、
お
に
は
ち
を
あ
つ
る
は
か
り
は
、
ふ
つ
う
の
説
に
は
、
は

ち
め
む
の
中
心
を
ひ
く
へ
き
也
、
し
か
る
に
こ
れ
を
あ
ん
す
る
に
、

時
に
し
た
か
ふ
へ
き
か
、
風
香
調
な
む
と
に
て
、
を
ゆ
る
き
な
く

は
り
き
は
め
ら
れ
た
る
時
は
、
そ
こ
ふ
る
左
に
よ
せ
て
ひ
く
へ
き

也
、
又
返
風
香
調
な
ん
と
に
て
、
を
ゆ
る
く
た
ら
め
き
た
る
時
は
、

そ
こ
ふ
る
覆
手
の
か
た
を
ひ
け
は
、
こ
ゑ
に
神
の
あ
る
也
、
た
ゝ

し
ふ
る
き
比
巴
を
お
ほ
く
み
る
に
、
大
り
や
く
み
な
お
な
し
、
こ

れ
は
ち
め
ん
の
中
心
よ
り
も
、
そ
こ
ふ
る
右
に
よ
せ
て
弾
之
也
、
（
45
）

絃
に
撥
を
当
て
る
時
、
信
綱
も
資
定
（
改
名
博
業
）
も
撥
面
の
中
心
に

当
て
る
と
い
う
が
、
風
香
調
の
場
合
は
左
寄
り
（
転
手
側
）
に
当
て
る

の
が
よ
い
、
返
風
香
調
の
場
合
は
右
寄
り
（
覆
手
側
）
に
当
て
る
の
が

よ
い
と
私
案
を
述
べ
る
。
こ
ち
ら
も
桂
流
信
綱
と
西
流
資
定
の
説
を
比

較
し
、
そ
こ
に
私
説
を
加
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、『
教
録
』
に
は
桂
・
西
の
両
流
を
比
較
す
る
場
面

が
散
見
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
を
正
す
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
を
批
判

し
て
、
私
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
有
安
の
立
場



は
桂
・
西
の
ど
ち
ら
に
も
傾
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

２
、
資
定
（
博
業
）
に
つ
い
て

資
定
（
博
業
）
に
つ
い
て
は
、『
文
机
談
』
が
有
安
の
師
と
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、『
教
録
』
で
は
ど
う
か
。
資
定
に
関
す
る
条
を
挙
げ
て

み
る
。又

云
、
七
郎
大
夫
資
定
参
二
条
院
之
時
、
お
ほ
せ
に
云
、
比
巴
手
、

孝
博
か
ひ
き
や
う
の
へ
た
り
、
汝
手
程
こ
と
の
ほ
か
に
は
や
し
、

如
何
、
こ
た
へ
申
て
い
は
く
、
故
宇
治
禅
定
殿
下
云
、
急
は
は
な

は
た
お
も
し
ろ
し
、
急
を
の
ふ
へ
く
は
、
こ
の
め
い
に
よ
り
て
あ

ら
た
め
ひ
く
と
こ
ろ
也
、

又
仰
云
、
掻
合
し
つ
か
に
し
て
、
孝
博
に
ゝ
す
、
こ
れ
ま
た
如
何
、

申
云
、
有
安
か
掻
合
お
ひ
く
て
い
也
、
仰
云
、
有
安
は
な
ん
ち
か

て
し
也
、
師
な
ん
そ
て
し
の
ひ
き
や
う
を
な
ら
ふ
へ
き
そ
や
、
申

云
、
有
安
当
世
の
も
の
ゝ
上
手
也
、
よ
て
や
う
そ
候
覧
と
思
給
候

也
、
そ
の
と
き
し
き
り
に
わ
ら
は
せ
ま
し
く
て
、
不
足
言
事
也
、
（
46
）

資
定
が
二
条
院
に
参
上
し
た
折
、
掻
合
を
弾
く
と
、
師
孝
博
の
弾
き
方

と
違
う
の
で
そ
の
理
由
を
問
う
と
、
有
安
の
弾
き
方
だ
と
い
う
。
二
条

院
は
、
有
安
は
お
前
の
弟
子
で
あ
ろ
う
に
、
な
ぜ
師
が
弟
子
の
弾
き
方

に
倣
う
の
か
と
尋
ね
る
と
、
有
安
は
「
当
世
の
も
の
の
上
手
」
だ
か
ら

だ
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
の
条
に
よ
っ
て
、
資
定
が
有
安
の
師
で
あ
る

と
い
う
『
文
机
談
』
の
記
述
が
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
有
安

は
資
定
を
「
言
ふ
に
足
ら
ざ
る
こ
と
な
り
」
と
談
じ
て
い
る
か
ら
、
資
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定
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

３
、
重
通
に
つ
い
て

『
文
机
談
』『
琵
琶
血
脈
』
は
、
有
安
の
師
の
一
人
に
藤
原
重
通
を
挙

げ
る
。
し
か
し
、『
胡
琴
教
録
』
に
重
通
は
登
場
せ
ず
、
師
弟
関
係
が
確

認
で
き
な
い
。
重
通
は
西
流
琵
琶
の
相
承
を
受
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
他
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
音
楽
活
動
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

４
、
四
条
殿
に
つ
い
て

四
条
殿
（
源
顕
仲
卿
女
）
に
つ
い
て
は
、『
文
机
談
』『
琵
琶
血
脈
』

に
記
述
が
見
え
な
い
が
、『
教
録
』
に
は
《
啄
木
》
の
伝
授
に
預
か
っ
た

と
記
す
（
前
掲
部
分
）
か
ら
、
師
弟
関
係
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、『
教
録
』
に
見
え
る
の
は
そ
の
前
掲
部
分
の
み
で
あ
る
か
ら
、
有

安
が
四
条
殿
を
ど
う
見
て
い
た
か
は
知
れ
な
い
。

５
、
信
綱
に
つ
い
て

有
安
と
信
綱
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
述
べ
た
（
前
述
）
が
、『
文
机
談
』

も
有
安
の
桂
流
の
師
と
認
め
て
お
り
、『
教
録
』
に
お
い
て
は
諸
所
に
信

綱
の
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
信
綱
に
対
し
て
は
厳
し
い
発
言

が
見
え
、
尊
敬
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

師
説
曰
、「
基
綱
帥
な
が
れ
は
、（
中
略
）
桂
少
輔
信
綱
は
、
基
綱

す
ゑ
の
子
な
り
。
子
息
の
中
に
は
員
外
也
。
伊
賀
前
司
孝
清
が
や

し
な
ひ
ご
に
成
て
、
伊
賀
大
夫
と
い
ふ
な
り
。
其
時
、
孝
博
に
同

じ
、
孝
清
が
や
し
な
ひ
子
に
成
に
よ
り
て
、
信
綱
は
孝
博
に
比
巴

を
な
ら
ふ
。
や
う
や
く
に
成
長
の
時
、
父
の
卿
、
こ
れ
を
き
ゝ
て
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い
は
く
、『
比
巴
ひ
き
つ
べ
か
り
け
り
。
し
か
あ
る
に
は
、
す
ぞ
ろ

な
る
も
の
に
な
ら
ふ
べ
か
ら
ず
。
わ
れ
、
お
し
へ
む
』
と
て
、
お

ほ
く
き
よ
く
を
お
し
へ
ら
る
。
し
か
る
に
、
定
不
及
竭
口
伝
か
。

件
信
綱
、
又
み
ゝ
を
き
か
ざ
る
に
よ
り
て
、
不
堪
の
も
の
と
い
ふ
。

し
か
る
に
、
太
政
入
道
殿
、
そ
の
か
み
孝
博
に
比
巴
を
つ
た
へ
な

ら
は
し
め
給
し
日
、
孝
博
が
な
が
れ
に
つ
た
へ
ざ
る
所
の
き
よ
く

と
う
を
で
ん
じ
ゆ
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
か
の
少
輔
を
師
と
す
。

入
道
殿
、
き
は
め
た
る
上
手
に
て
、
こ
の
道
の
宗
匠
に
お
は
し
ま

す
の
故
に
、
桂
少
輔
は
ひ
か
り
を
は
な
つ
也
。
（
47
）

こ
こ
は
信
綱
の
来
歴
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
彼
は
「
み
ゝ
を
き

か
ざ
る
に
よ
り
て
、
不
堪
の
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、
藤
原
師
長
は
西
流

孝
博
に
伝
わ
ら
な
い
曲
の
伝
授
を
受
け
る
た
め
に
師
事
し
た
と
い
う
。

ま
た
、「
入
道
殿
、
き
は
め
た
る
上
手
に
て
、
こ
の
道
の
宗
匠
に
お
は
し

ま
す
の
故
に
、
桂
少
輔
は
ひ
か
り
を
は
な
つ
也
」
と
も
い
い
、
琵
琶
道

の
巨
匠
師
長
に
師
事
さ
れ
た
た
め
に
信
綱
は
時
め
い
た
と
も
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
信
綱
の
名
誉
は
琵
琶
の
技
術
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
師
長
に

師
事
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
、
有
安
は
い
い
た
い
よ
う
な
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
信
綱
に
対
す
る
厳
し
い
発
言
と
と
れ
る
。
信
綱
に
つ
い
て
は
、

別
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
か
ら
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
有
安
の
尊
敬

の
対
象
で
あ
っ
た
と
は
よ
め
な
い
。

６
、
大
原
尾
張
殿
に
つ
い
て

大
原
尾
張
殿
は
「
尾
張
尼
」
と
も
呼
ば
れ
る
高
階
為
遠
の
娘
で
、
の

ち
に
信
綱
の
父
基
綱
の
養
女
に
な
っ
た
と
い
う
。
彼
女
に
つ
い
て
は
森

下
要
治
氏
が
論
じ
て
お
り
、
（
48
）

ま
た
拙
稿
で
も
信
綱
、
有
安
と
の
関
係
に

つ
い
て
述
べ
た
か
ら
（
前
述
）、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
る
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
有
安
は
彼
女
に
《
啄
木
》
の
伝
授
を
受
け
る
た
め
、
大
原
に

三
箇
年
通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
様
子
は
『
教
録
』
巻
上
「
師
伝
相

承
」
に
紙
面
を
大
き
く
割
い
て
記
し
て
い
る
か
ら
、
彼
女
か
ら
相
承
を

う
け
る
こ
と
は
、
有
安
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
『
胡
琴
教
録
』
を
通
観
す
る
と
、
桂
・
西
の
両
流
に
対

し
て
は
両
者
を
比
較
す
る
場
面
が
散
見
さ
れ
、
有
安
は
そ
れ
に
批
評
を

加
え
て
、
ま
た
私
案
も
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
安
の
立
場
は
、
桂

や
西
と
い
う
流
派
の
枠
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
立
と
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
覚
し
く
、
彼
が
桂
西
両
流
に
学
び
、
多
く
の
師
に
つ
い
た
に
つ

い
て
は
、
お
そ
ら
く
琵
琶
を
極
め
よ
う
と
す
る
純
粋
な
思
い
か
ら
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。
だ
か
ら
、
師
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
批
判
の

対
象
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
師
事
し
た
資
定
（
博
業
）
に
対
し
て
は

こ
れ
に
師
事
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
不
足
言
事
也
」
と
難
じ
て
憚
ら

な
い
。
桂
流
を
学
ん
だ
信
綱
に
対
し
て
も
敬
う
態
度
は
見
え
ず
、
批
判

的
で
あ
る
と
い
え
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
通
憲
は
ど
う
か
。
通
憲
に
批
判
的
な
発
言
は
見
当

た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、「
そ
の
な
か
れ
に
て
」（
前
掲
）
と
通
憲
の
流
れ

を
汲
む
も
の
と
い
い
、
通
憲
の
説
に
従
う
旨
が
示
さ
れ
る
。
有
安
の
師



範
に
対
す
る
発
言
を
通
観
す
る
に
、
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の

は
通
憲
、
四
条
殿
、
尾
張
殿
で
、
唯
一
「
そ
の
な
か
れ
」
を
汲
む
と
い

わ
れ
た
の
は
通
憲
で
あ
る
か
ら
、
有
安
が
も
っ
と
も
支
持
し
た
師
は
通

憲
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
通
憲
の
琵
琶

有
安
に
と
っ
て
桂
流
・
西
流
と
い
う
の
は
、
学
ぶ
対
象
で
は
あ
っ
て

も
そ
れ
を
忠
実
に
継
承
す
る
対
象
で
は
な
い
と
、『
胡
琴
教
録
』
か
ら
は

読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
琵
琶
と
は
両
流
に
と
ら
わ
れ
ず
、
独
自

の
位
置
に
立
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
有
安

は
「
即
そ
の
な
か
れ
に
て
、
わ
れ
も
又
こ
と
に
思
惟
す
る
也
」（
前
掲
）

と
、
自
ら
通
憲
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
談
じ
て
い
る
（
前
述
）
わ
け
で

あ
る
が
、『
文
机
談
』
は
通
憲
を
西
流
孝
博
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
記
す
。

通
憲
が
西
流
の
継
承
者
で
あ
れ
ば
、「
通
憲
の
流
れ
を
汲
む
」
と
述
懐
し

た
有
安
も
ま
た
西
流
の
継
承
者
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、

『
胡
琴
教
録
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
有
安
は
西
流
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ

う
な
る
と
、『
文
机
談
』
が
通
憲
を
西
流
の
継
承
者
と
記
す
に
つ
い
て
も
、

疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

通
憲
の
琵
琶
に
つ
い
て
は
、『
文
机
談
』『
胡
琴
教
録
』
の
二
書
が
、

孝
博
の
琵
琶
を
写
瓶
し
た
も
の
と
し
（
前
述
）、
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
致

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
態
が
つ
か
め
な
い
。
そ
こ
で
、『
教
録
』
に
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み
る
通
憲
の
言
談
を
追
う
と
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
認
め
ら
れ
る
。

又
云
、
楊
真
操
は
、
故
少
納
言
入
道
殿
よ
り
な
ら
ひ
給
は
る
と
こ

ろ
也
、
そ
の
つ
ひ
て
に
あ
ひ
た
ん
し
て
い
は
く
、
を
は
り
に
二
返

引
と
こ
ろ
あ
り
、
そ
の
ゝ
ち
の
た
ひ
の
を
は
り
に
臨
説
の
や
う
あ

り
、
も
と
も
も
ち
ゐ
さ
る
事
な
り
、
如
然
口
聞
て
ひ
く
へ
く
は
、

い
つ
れ
の
と
こ
ろ
も
ひ
く
へ
し
、
し
か
る
に
こ
の
き
よ
く
の
て
い
、

口
不
聞
ぬ
程様
に
て
を
は
り
た
る
こ
そ
、
か
の
大
常
博
士
か
つ
く
り

け
む
本
意
と
お
ほ
ゆ
れ
、
輪
説
は
ひ
と
へ
に
い
ま
の
あ
ん
也
、
（
49
）

（
口
語
訳
）
ま
た
師
が
い
う
こ
と
に
は
、「
楊
真
操
は
故
少
納
言
入

道
殿
か
ら
習
い
賜
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
伝
授
の
）
つ
い
で
に
談

じ
て
い
う
こ
と
に
は
、『（
楊
真
操
の
）
終
わ
り
に
二
回
繰
り
返
し

て
弾
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
繰
り
返
し
の
二
回
目
の
終
わ
り
に

臨
説
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
も
っ
と
も
用
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

人
前
で
口
達
者
に
弾
く
つ
も
り
の
と
き
は
、
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
も

弾
く
の
が
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
曲
の
体
様
は
そ
う
で
は

な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
し
ず
か
に
弾
く
弾
き
方
こ
そ
、
か
の
大
常
博

士
廉
承
武
が
作
っ
た
本
意
だ
と
思
わ
れ
る
。
輪
説
は
、
た
だ
単
に

現
代
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
』
と
」
と
。

通
憲
が
《
楊
真
操
》
の
弾
き
様
に
つ
い
て
、「
を
は
り
に
二
返
引
と
こ
ろ

あ
り
、
そ
の
ゝ
ち
の
た
ひ
の
を
は
り
に
臨
説
の
や
う
あ
り
、
も
と
も
も

ち
ゐ
さ
る
事
な
り
」
と
具
体
的
に
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。「
そ
の
ゝ
ち
の

た
ひ
の
を
は
り
」
は
「
そ
の
後
の
度
の
終
わ
り
」
と
解
さ
れ
、
口
語
訳
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す
れ
ば
、「《
楊
真
操
》
の
曲
の
終
わ
り
に
二
回
繰
り
返
す
と
こ
ろ
が
あ

る
。
そ
の
繰
り
返
し
の
二
度
目
の
後
に
臨
説
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
用
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
な
る
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
藤
原
師
長
の
『
三
五
要
録
』
巻
第
二
の
風
香
調
か
ら
「
大

常
博
士
楊
真
操
」
を
引
く
と
（
下
段
の
図
版
参
照
）、
譜
の
末
尾
に
「
二

反
」
と
あ
り
、
次
い
で
「
有
二
説
」
と
記
し
て
、
二
字
下
げ
で
「
一
説

西
」
と
「
一
説
覚
暹
」
の
二
説
の
譜
を
掲
げ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
「
を
は
り
に
二
返
引
と
こ
ろ
あ
り
、
そ
の
ゝ
ち
の
た

ひ
の
を
は
り
に
臨
説
の
や
う
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
「《
楊
真
操
》

の
曲
の
終
わ
り
に
二
回
繰
り
返
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
繰
り
返
し
の

二
度
目
の
後
に
臨
説
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。」
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
臨
説
の
や
う
」
と
は
、「
有
二
説
」
と
記
し
て
二
字
下
げ
で
「
一
説
西
」

と
「
一
説

」
と
あ
る
二
説
と
思
わ
れ
る
。「
一
説
西
」
と
は
、
す
な
わ
ち

西
流
の
説
で
あ
り
、
ま
た
「
一
説

」
と
は
覚
暹
の
説
で
あ
る
か
ら
、

「
臨
説
の
や
う
」
を
弾
く
の
は
西
流
と
覚
暹
流
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
通

憲
は
こ
の
「
臨
説
の
や
う
」
を
「
も
と
も
も
ち
ゐ
さ
る
事
な
り
」「
輪
説

は
ひ
と
へ
に
い
ま
の
あ
ん
也
」
と
談
じ
て
い
る
か
ら
、
通
憲
の
立
場
は

明
か
で
、
西
流
、
覚
暹
流
と
は
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ

る
。『

文
机
談
』『
胡
琴
教
録
』
は
、
通
憲
の
琵
琶
を
西
流
孝
博
の
そ
れ
を

写
瓶
し
た
も
の
と
記
す
が
、『
三
五
要
録
』
に
い
う
「
西
流
」
と
通
憲
の

説
と
は
相
違
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
文
机
談
』『
教
録
』
の
記
述
に
誤

覚暹

覚暹

伏
見
宮
本
『
三
五
要
録
』
巻
二
　
大
常
博
士
楊
真
操
（
50
）

（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）



り
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
三
五
要
録
』
の
「
西
流
」
が
孝
博
の
そ

れ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
『
三
五
要
録
』
中
の
「
西
流
」
に
つ
い
て
、

『
文
机
談
』
や
『
胡
琴
教
録
』
等
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
総
点
検
す

る
必
要
が
出
て
く
る
。
孝
博
流
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
西
流
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
問
い
に
応
え
る
研
究
は
ま
だ
な
い
。
今

後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
私
案
を
述
べ
れ
ば
、
有
安
が
桂
・
西

両
流
の
説
を
斟
酌
し
て
い
る
よ
う
に
、
師
通
憲
も
ま
た
西
流
の
説
に
私

案
を
加
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。『
胡
琴
教
録
』
に
は
前

掲
部
分
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
語
ら
れ
る
。

又
云
、
少
納
言
入
道
殿
に
て
管
絃
会
あ
り
、
物
音
絶
妙
に
て
満
座

入
興
、
時
に
あ
る
し
の
す
ゝ
め
に
よ
り
て
、
或
人
楊
真
操
を
ひ
く
、

盛
涙
お
さ
へ
が
た
し
、
お
は
覧
と
す
る
時
、
山
城
前
司
親
平
二
反

あ
る
へ
き
よ
し
も
よ
を
さ
る
、
こ
ゝ
に
あ
る
し
の
い
は
く
、
い
か

て
か
さ
る
事
あ
る
へ
き
そ
や
、
わ
か
な
か
ら
ん
時
は
さ
も
あ
ら
は

あ
れ
、
い
き
て
侍
ら
ん
か
き
り
は
、
か
ゝ
る
事
な
き
か
せ
給
そ
と

い
へ
り
、
よ
て
一
反
に
て
と
ゝ
め
に
け
り
、
（
51
）

親
平
が
《
楊
真
操
》
終
わ
り
の
繰
り
返
し
を
二
回
と
催
促
し
た
の
を
、

通
憲
は
一
回
に
止
め
て
「
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
聞
か
せ
る
で
な
い
」
と
い
っ
た
と
い
う
か
ら
、《
楊
真
操
》
に

つ
い
て
は
と
く
に
深
い
考
え
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
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又
云
、
給
事
禅
門

（
通
憲
）

談
云
、
ふ
に
む
か
は
す
し
て
、
き
よ
く
を
ゝ
し

ふ
る
は
、
す
な
は
ち
し
の
こ
ゝ
ろ
に
い
ら
さ
る
な
り
と
い
へ
り
、

わ
れ
に
年
の
こ
ろ
、
あ
る
人
に
あ
ひ
あ
ふ
て
、
蘇
合
四
帖
を
つ
た

へ
う
く
、
禅
門
こ
の
よ
し
を
き
ゝ
て
、
と
ひ
て
い
は
く
、
う
け
な

ら
は
ん
時
、
ふ
を
ひ
ら
く
や
い
な
や
、
こ
た
へ
て
い
は
く
、
ふ
に

む
か
は
す
し
て
、
そ
ら
に
こ
れ
を
つ
た
ふ
、
禅
門
云
、
し
か
ら
は

き
く
に
お
よ
は
す
、

（
巻
上
「
教
学
比
巴
」）
（
52
）

（
猪
熊
本
）
真
名
本
　
　
師
説
云
、
少
納
言
入
道
示
云
、
以
比
巴
乎

行
尓
波
、
以
右
手
弖
撥
面
乎
差
志
越
弖
取
之
。
伏
手
、
肘
尓
隠
弖
無
怖
。

以
左
手
弖
頸
乃
継
目
与
利
下
乎
取
弖
左
手
尓
目
乎
懸
弖
、
以
左
手
弖
為
先

志
弖
別
行
気
波
、
凡
無
破
損
之
思
。
頸
の
上
乎
取
人
毛
有
礼
止
、
種
々
尓

有
難
。
先
柱
落
、
頸
由
留
久
、
旁
不
用
説
也
。
（
53
）

（
伏
見
宮
本
）
仮
名
交
り
本
　
　
師
説
云
、
少
納
言
入
道
し
め
し
て

い
は
く
、
比
巴
を
も
ち
て
あ
り
か
ん
に
は
、
右
の
て
を
も
て
は
ち

め
ん
を
さ
し
こ
し
て
、
こ
れ
を
と
る
、
覆
手
肘
に
か
く
し
て
を
そ

り
な
し
、
左
の
て
を
も
て
さ
き
と
し
て
別
行
け
は
、
お
ほ
よ
そ
や

ふ
る
思
な
し
、
く
ひ
の
上
を
と
る
人
も
あ
れ
と
、
や
う

く
に
な

ん
あ
り
、
ま
つ
柱
を
ち
頸
ゆ
る
く
、
か
た

く
も
ち
い
さ
る
説
也
、

（
巻
下
「
堤
琵
琶
」）
（
54
）

と
あ
る
部
分
か
ら
も
、
通
憲
が
独
自
の
説
を
教
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。
通
憲
は
西
流
孝
博
に
学
ん
だ
が
、『
教
録
』
の
記
述
か
ら
は
は
た

し
て
そ
れ
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
疑
問
が
生
じ
る
。
弟
子
有
安
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は
「
即
そ
の
な
か
れ
に
て
、
わ
れ
も
又
こ
と
に
思
惟
す
る
也
」（
前
掲
）

と
い
っ
た
が
、「
思
惟
す
る
」
と
い
う
の
は
師
説
に
私
案
を
加
え
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
有
安
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
通
憲
も
ま
た
西

流
に
学
ん
だ
が
、
独
自
の
琵
琶
を
確
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

孝
博
の
の
ち
、
西
流
の
当
主
と
な
っ
た
藤
原
孝
道
は
、
著
書
『
新
夜

鶴
抄
』
に
通
憲
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

孝
博
は
、
わ
か
し
り
た
る
ほ
と
の
物
を
も
、
譜
に
は
か
き
な
か
ら
、

人
に
を
し
へ
ぬ
事
、
あ
ま
た
あ
り
け
り
、
す
な
は
ち
、
わ
か
さ
い

あ
い
の
む
ま
子
、
故
尾
張
守
に
も
、
又
宇
治
七
郎
に
も
、
さ
や
に

あ
り
け
る
に
や
、
そ
れ
、
こ
妙
音
院
入
道
殿
、
譜
に
か
し
こ
く
お

は
し
ま
し
て
、
御
ま
へ
に
孝
博
を
ゝ
か
せ
お
は
し
ま
し
て
、
譜
に

て
あ
そ
は
し
け
る
を
き
ゝ
て
、
こ
は
い
か
に
、
さ
る
物
候
、
お
い

ほ
れ
候
て
、
わ
す
れ
候
に
け
り
と
て
、
み
な
を
し
へ
ま
い
ら
せ
て

け
り
、
そ
れ
を
こ
そ
は
、
の
ち
ま
て
、
御
の
た
て
に
は
せ
さ
せ
お

は
し
ま
し
ゝ
か
、
楽
に
と
り
て
も
、
皇
帝
な
と
も
、
ほ
か
よ
り
い

て
き
た
る
自
筆
の
箏
譜
に
は
、
か
き
た
ん
め
れ
と
も
、
比
巴
譜
に

は
な
く
て
、
子
孫
に
も
、
弟
子
に
も
を
し
へ
す
、
手
撥
合
に
は
、

返
風
香
調
の
撥
合
、
譜
に
は
六
あ
れ
と
も
、
一
番
に
か
き
た
る
と
、

小
撥
合
と
、
二
句
七
柱
よ
り
あ
る
、
こ
れ
三
の
ほ
か
は
、
む
ま
こ

を
は
し
め
と
し
て
、
七
郎
に
も
、
そ
の
ほ
か
の
弟
子
と
も
に
を
し

へ
さ
り
け
り
、
少
納
通
憲

言
入
道
そ
、
文
書
に
た
ゝ
さ
は
り
て
、
も

の
ゝ
そ
こ
を
あ
な
く
る
人
な
れ
は
、
い
か
ゝ
あ
り
け
む
、
そ
の
な

ら
は
れ
た
る
譜
に
は
、
ゆ
ゝ
し
く
こ
ま
か
な
る
こ
と
ゝ
も
あ
る
に

や
、
と
見
ゆ
る
こ
と
ゝ
も
あ
り
、
手
も
、
同
調
に
、
丘
泉
二
手
、

番
仮
宗
三
手
、
上
原
石
上
流
泉
、
こ
れ
ら
又
お
な
し
く
、
人
に
を

し
へ
さ
り
け
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
、
父
の
し
ら
さ
り
け
る
物
な
れ

は
、
こ
れ
に
は
ひ
さ
う
し
て
、
こ
れ
ら
か
口
伝
を
は
、
せ
う
く
ひ

か
へ
た
る
な
り
、
こ
の
ほ
か
の
手
撥
合
に
も
、
せ
う

く
事
と
も

あ
れ
と
も
、
こ
ま
か
に
は
、
む
や
く
に
て
申
さ
す
、
物
は
、
あ
ま

り
に
そ
こ
を
あ
な
く
れ
は
、
か
へ
り
て
あ
さ
く
な
る
也
、
別
口
伝

に
て
申
つ
、
（
55
）

「
文
書
に
た
ゝ
さ
は
り
て
、
も
の
ゝ
そ
こ
を
あ
な
く
る
人
」（
文
書
に
触

れ
た
だ
け
で
、
そ
の
深
遠
を
探
る
人
）
と
い
う
の
が
孝
道
の
通
憲
像
で

あ
る
。
し
か
し
、「
み
だ
り
に
奥
を
探
れ
ば
、
か
え
っ
て
浅
く
な
る
」
と

弟
子
に
教
訓
し
て
い
る
か
ら
、
通
憲
の
や
り
方
に
は
批
判
的
な
の
で
あ

ろ
う
。「
探
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
有
安
の
「
思
惟
す
る
」

こ
と
に
通
じ
る
。
そ
れ
は
師
に
学
び
つ
つ
も
自
ら
考
え
行
動
し
て
、
独

自
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

六
、
お
わ
り
に
　
今
後
の
藤
原
通
憲
音
楽
研
究
に
向
け
て

師
弟
関
係
を
中
心
に
通
憲
の
琵
琶
を
見
て
き
た
が
、
彼
の
琵
琶
の
腕

前
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
先
述
し
た
通
憲
の
琵
琶
弾
奏
記
事
は
、

『
台
記
』
他
に
見
え
る
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
九
月
十
四
日
の
、
鳥
羽



法
皇
四
天
王
寺
御
幸
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

十
四
日
乙
亥
、
晴
、
巳
刻
参
上
、
依
レ

召
候
二

御
前
一

、
召
二

法
師
於

御
前
庭
一

、
賜
二

小
袖
一

、
未
刻
下
二

宿
所
一

、
先
レ

之
法
皇
使
三

右
衛

門
尉
公
俊
賜
二

松
茸
一

、
予
帰
参
、（
今
度
、
依
レ

仰
着
二

無
襴
之
直
衣
、

蒲
色
裏
濃
一

、）
幸
二

聖
霊
院
一

、
令
レ

説
レ

絵
、
奉
二

見
太
子
影
一

、
及
レ

暗
幸
二

念
仏
所
一

、
行
法
了
、
勅
二

群
臣
一

泰
二

（
マ
ヽ
）

管
絃
一

、
勅
曰
、
笛
資

賢
朝
臣
、
笙
内
大
臣
、
篳
篥
俊
盛
朝
臣
歟
、
但
称
レ

不
レ

勘
不
レ

吹
レ

之
、
琵
琶
信
西
（
通
憲
法
名
）、
箏
覚
暹
（
六
波
羅
別
当
、
依
二

爪

折
一

改
弾
二

琵
琶
一

、
候
二

簀
子
一

、）
笛
資
賢
朝
臣
、（
其
実
、
法
皇
親

吹
、
但
資
賢
時
々
吹
、）
法
皇
曰
、
為
二

沙
門
一

吹
レ

笛
、
可
レ

招
レ

嘲
、

即
居
二

隠
障
子
一

吹
レ

之
、
予
猶
近
候
、
聞
二

御
笛
音
一

者
、
上
下
莫
レ

不
二

歎
美
一

、
御
出
家
後
、
今
夜
初
吹
云
々
、
先
双
調
、
鳥
破
急
、

賀
殿
急
、
安
名
尊
、
妹
与
我
、（
此
外
、
催
馬
楽
、
依
レ

不
レ

覚
不
レ

記
レ

之
、）
平
調
、
万
歳
楽
、
三
台
破
急
、
五
常
楽
破
急
、
扶
南
、

郎
君
子
、
廻
忽
、

洲
、
倍
臚
、
伊
勢
海
、
更
衣
、
我
門
、
浅
水
、

鴛
鳬
鳥
、（
此
外
、
催
馬
楽
、
依
レ

不
レ

覚
不
レ

記
レ

之
、）
盤
渉
調
、

秋
風
楽
（
初
一
状
、
後
一
二
状
、）
鳥
向
楽
、
万
歳
楽
、（
一
状
、）

蘇
合
、（
三
五
状
急
、）
採
桑
老
、
蘇
莫
者
破
、
青
海
波
、
竹
林
楽
、

伯
柱
、
千
秋
楽
、
朗
詠
、
今
様
、
風
俗
、
各
数
反
（
資
賢
、）
読
経

二
度
、（
俊
盛
、
人
々
□
□
□
□
□
□
□
□
□
歎
美
、
伝
二

外
祖
敦

兼
朝
臣
之
風
一

、）
興
酣
、
覚
暹
、
信
西
、
弾
二

楊
仁
操
一

、
今
夜
、

余
多
失
、
久
不
レ

吹
レ

笙
之
故
也
、
終
身
之
遺
恨
、
何
事
如
レ

之
、
予
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密
願
曰
、
今
夜
無
二

天
覚
楽
一

者
、
入
二

念
仏
之
衆
一

、
而
多
レ

失
、
仍

不
レ

入
レ

之
、
鐘
動
還
御
、
予
帰
廬
、
召
二

公
方
於
臥
内
一

、
今
夜
朗

詠
之
間
、
法
皇
、
及
予
、
信
西
、
助
音
、
此
内
、
一
度
法
皇
発
音
、

（
自
余
、
皆
資
賢
発
音
、）
法
皇
謂
、
資
賢
朝
臣
催
馬
楽
之
長
者
也
、

雖
レ

有
二

宗
能
卿
一

、
廃
忘
年
久
、
資
賢
朝
臣
早
亡
、
此
道
長
絶
焉
、
（
56
）

（
旧
字
･
異
体
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

返
点
は
引
用
書
の
ま
ま
。（
）
内
は
小
字
双
行
。）

こ
の
日
、
法
皇
は
聖
霊
院
に
向
か
い
、
絵
解
き
を
さ
せ
て
お
り
、
夜
は

念
仏
堂
で
管
絃
に
興
じ
、
通
憲
は
琵
琶
を
弾
い
た
。
こ
の
『
台
記
』
の

記
事
は
『
古
今
著
聞
集
』
管
絃
歌
舞
篇
二
八
二
話
に
引
か
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
は
日
付
を
九
月
十
三
日
と
す
る
が
、
こ
れ
を
ほ
ぼ
訓
読
し
た
形

に
な
っ
て
い
る
。
（
57
）

ま
た
、
こ
の
時
の
様
子
は
左
記
の
『
天
王
寺
旧
記
』

に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

法
皇
参
詣
聖
霊
院
給
。
次
幸
絵
堂
令
説
障
子
伝
。
事
訖
還
御
行
在

所
。
頃
之
勅
召
僧
徒
多
衆
令
有
恩
給
。（
御
小
袖
各
一
襲
）
及
日
夕

時
法
皇
出
御
西
門
外
念
仏
所
給
。
有
御
誦
経
等
。
事
訖
公
卿
并
覚

暹
法
印
、
信
西
入
道
、
奏
楽
及
数
十
曲
。
興
酣
及
晨
鐘
還
御
行
在

所
。
（
58
）

三
書
は
い
ず
れ
も
通
憲
が
琵
琶
を
弾
じ
た
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、『
台

記
』『
著
聞
集
』
は
覚
暹
と
と
も
に
「
楊
真
操
」（
楊
仁
操
）
の
弾
奏
に

及
ん
だ
と
し
て
い
る
。《
楊
真
操
》
は
琵
琶
の
三
曲
と
も
四
曲
と
も
い
わ

れ
る
秘
曲
の
一
つ
で
、『
文
机
談
』
に
、
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お
ほ
よ
そ
三
秘
と
い
ふ
は
三
の
曲
也
。
太
常
は
人
に
よ
せ
た
る
名
、

石
上
は
所
に
ふ
れ
た
る
名
、
鳴
飛
は
を
の
れ
に
随
名
也
。
（
59
）

と
あ
る
。「
秘
曲
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
技
巧
的
で
あ
る
、
あ
る

い
は
難
曲
で
あ
る
な
ど
と
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
伝
承
の
絶
え
た

今
日
で
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
秘
曲
が
弾
け
た
と
い
う
こ
と
は
師

に
認
め
ら
れ
、
秘
曲
伝
授
に
預
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
相
応
の
技
術
は
持
っ
て
い
た
と
み
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
秘
曲
は
秘
さ
れ
、
公
け
に
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
『
胡
琴
教
録
』
に
も
、

予
問
云
、
も
し
貴
所
に
し
て
啄
木
お
ひ

（
マ
ヽ
）

く
時
、
御
ま
へ
の
諸
人
を

い
た
す
へ
き
か
、
師
説
答
云
、
も
と
も
し
か
る
へ
き
也
、
皇
帝
・

団
乱
旋
は
千
返
を
き
く
と
い
ふ
と
も
、
き
ゝ
と
る
き
あ
る
へ
か
ら

す
、
し
か
れ
と
も
、
彼
曲
を
ふ
く
時
、
か
な
ら
す
管
絃
者
を
い
た

さ
る
、
い
は
ん
や
啄
木
に
を
い
て
は
、
そ
の
し
た
い
を
み
る
に
こ

し
つ
を
し
る
、
よ
て
啄
木
を
は
み
る
と
い
ふ
也
、
も
し
比
巴
ひ
か

ん
も
の
、
そ
の
ふ
を
え
て
、
か
の
こ
し
つ
を
み
れ
は
、
の
こ
る
と

こ
ろ
あ
る
へ
か
ら
さ
る
か
、
も
と
も
こ
れ
を
ひ
す
へ
し
、
（
60
）

と
見
え
て
、
秘
曲
を
奏
す
る
時
は
人
払
い
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
四
天
王
寺
御
幸
で
は
秘
曲
《
楊
真
操
》

が
弾
か
れ
て
お
り
、『
著
聞
集
』
管
絃
歌
舞
篇
に
取
ら
れ
た
の
も
こ
れ
が

稀
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
御
幸
で
の
曲
目
と
演
奏
者
と
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



曲
目
に
つ
い
て
は
、『
台
記
』
に
「
此
外
催
馬
楽
依
不
覚
不
記
之
」
と
あ

る
か
ら
、
こ
の
ほ
か
に
も
な
お
演
奏
さ
れ
た
ら
し
い
。
演
奏
者
に
つ
い

て
は
、
右
に
若
干
の
説
明
を
加
え
た
が
、
参
加
者
が
い
ず
れ
も
鳥
羽
院

に
近
し
い
人
物
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
ご
く
親
し
い
人
々
に
よ
る
私
的
な
管
絃
で
あ
っ
た
と
よ
め
る
の

で
あ
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
通
憲
と
覚
暹
が
秘
曲
《
楊
真
操
》
の
弾
奏
に

及
ん
だ
と
い
う
の
も
感
得
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
場
で
あ
っ
た
か

ら
、
通
憲
が
琵
琶
の
所
作
に
預
か
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
公
け
の
管
絃
に
お
い
て
、
琵
琶
は
殿
上
人
の
所
作
に
よ
る
こ

と
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
、
剃
髪
し
た
通
憲
に
そ
の
よ
う
な
機
会
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
う
し
て
琵
琶
を

奉
仕
し
た
に
つ
い
て
は
、
私
的
な
場
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
察
す
る
。

通
憲
の
琵
琶
弾
奏
記
事
は
管
見
の
限
り
、
こ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
通
憲
の
身
分
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

通
憲
の
琵
琶
に
つ
い
て
は
、
師
弟
関
係
と
演
奏
記
事
を
め
ぐ
っ
て
検

討
を
加
え
た
が
、
そ
も
通
憲
が
琵
琶
に
取
り
組
ん
だ
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
家
庭
環
境
で
あ
る
が
、
実
父
実
兼
は
学
者
で

は
あ
っ
た
が
、
管
絃
者
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

養
父
高
階
経
敏
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
に
大
き
な
影

響
を
受
け
た
と
は
い
い
に
く
い
が
、
音
楽
は
必
須
教
養
の
一
つ
で
あ
っ

た
か
ら
、
通
憲
も
少
年
の
頃
か
ら
音
楽
に
は
触
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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両
父
が
音
楽
で
高
名
な
人
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
家

庭
教
育
を
受
け
て
い
た
の
か
は
、
両
父
の
周
辺
を
詳
細
に
検
討
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
。
音
楽
の
み
な
ら
ず
、
通
憲
の
博
学
は
い
か
に
培
わ
れ

た
か
に
つ
い
て
は
そ
の
家
庭
環
境
を
窺
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

次
に
、
通
憲
を
取
り
巻
く
状
況
か
ら
推
察
す
る
と
、
鳥
羽
院
、
後
白

河
院
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
鳥
羽
院
へ
は
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）

の
院
政
開
始
か
ら
出
仕
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
（
通
憲
二
十
八
歳
）、

鳥
羽
院
は
前
掲
四
天
王
寺
御
幸
の
記
録
に
見
る
よ
う
に
、
自
ら
笛
を
よ

く
し
た
人
物
で
あ
り
、
藤
原
宗
輔
に
勅
撰
楽
譜
「
管
絃
譜
」
の
撰
進
を

命
じ
る（
61
）な

ど
、
楽
を
実
践
し
た
。
そ
の
近
臣
も
ま
た
楽
に
通
じ
た
人
が
少

な
く
な
い
。
鳥
羽
院
周
辺
の
音
楽
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
が
必

要
で
あ
ろ
う
が
、
鳥
羽
院
周
辺
で
音
楽
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
述

の
よ
う
に
推
測
さ
れ
、
通
憲
が
音
楽
に
取
り
組
ん
だ
の
は
そ
う
い
っ
た

環
境
が
大
き
く
影
響
し
て
い
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
後
白
河
院
に
つ
い

て
は
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
憲
が
近
侍
し
た

両
院
は
日
本
の
音
楽
史
上
類
稀
な
音
楽
家
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
通
憲
と
親
交
の
あ
っ
た
藤
原
頼
長
は
、
―
―
彼
は
笙
を
学

ん
で
い
た
が
―
―
「
宮
廷
奉
仕
の
必
要
上
習
得
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
（
62
）

と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら

な
い
が
、
通
憲
の
音
楽
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
貴
顕
の
一
教
養
と
し

て
学
ぶ
と
い
う
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
す
る
。
秘
曲
《
楊
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真
操
》
の
弾
奏
に
及
ん
だ
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
理
由
だ
け
で
は

説
明
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

通
憲
の
場
合
、
自
ら
秘
曲
《
楊
真
操
》
を
弾
き
、
自
宅
で
の
管
絃
で

も
こ
れ
を
弾
か
せ
て
い
る
（
前
掲
）。
ま
た
、『
胡
琴
教
録
』
に
み
る
有

安
へ
の
言
談
は
琵
琶
の
奏
法
、
故
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
自
説
を
展

開
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
宮
廷
奉
仕
の
必
要
上
習
得
し
た
」
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
解
き
明
か
し
顔
で
あ
る
。
彼
の
音
楽
へ
の
取
り
組

み
は
精
力
的
で
あ
り
、
並
々
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

通
憲
の
手
に
な
る
楽
書
、
楽
譜
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
有
安
へ
の

影
響
と
い
う
こ
と
の
み
を
考
え
て
も
、
彼
が
音
楽
史
上
に
残
し
た
足
跡

は
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
す
る
。
有
安
は
二
条
院
、
九
条

兼
実
、
鴨
長
明
の
琵
琶
の
師
で
あ
り
、
ま
た
兼
実
に
買
わ
れ
て
楽
所
預

と
な
っ
た
。
（
63
）

ま
た
、
そ
の
言
談
は
『
胡
琴
教
録
』
に
記
録
さ
れ
、
後
世

に
遺
さ
れ
た
。
そ
の
有
安
が
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
の
が
通
憲
だ
と

す
れ
ば
、
通
憲
の
存
在
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で

は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、『
教
訓
抄
』『
続
教
訓
鈔
』〔
曼
殊
院
所
蔵
佚

名
楽
書
〕
に
通
憲
の
言
談
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な

い
（
前
掲
表
参
照
）。
い
う
ま
で
も
な
く
『
教
訓
抄
』『
続
教
訓
鈔
』
は

狛
近
真
、
同
朝
葛
の
手
に
な
る
楽
書
で
あ
り
、〔
曼
殊
院
所
蔵
佚
名
楽
書
〕

は
青
木
千
代
子
氏
に
よ
っ
て
『
體
源
鈔
』
と
の
同
文
関
係
が
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
楽
人
豊
原
氏
に
関
す
る
言
談
が
多
い
の
が
特
徴
と
さ
れ
る
。
（
64
）

狛
氏
、
豊
原
氏
と
い
っ
た
楽
人
の
間
に
通
憲
の
言
談
が
伝
承
さ
れ
て
い

る
の
は
、
彼
の
音
楽
談
が
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
も
通
憲
の
音
楽
史
上
に
残
し
た
足
跡
は
小
さ
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
琵
琶
を
は
じ
め
と
す
る
音
楽
の
知
識
が
、

保
元
年
間
に
お
け
る
通
憲
の
政
策
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
ま
た
音
楽
史
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
歴
史
の
、
一
翼
を
な
す
大
き

な
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
は
通
憲
の
琵
琶
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
を
試
み
た
。
だ
が
、
笙
、

箏
、
舞
、
今
様
…
と
多
種
多
様
な
音
楽
を
実
践
し
て
い
た
と
さ
れ
る
通

憲
の
、
そ
れ
は
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
通
憲
の
、
音
楽
史
上
の
み
な
ら

ず
、
歴
史
、
文
学
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
説
話
文
学
会
四
月
例
会
に
お
け
る
発
表

「
楽
書
に
見
る
藤
原
通
憲
（
信
西
）」
を
も
と
に
、
通
憲
の
琵
琶
に
つ
い

て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
、
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
飯
島

一
彦
氏
、
発
表
後
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ

ン
氏
、
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ツ
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
本
研
究
は
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究

員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



注（
１
）

藤
原
通
憲
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
竹
内
理
三
編
『
日
本
の
歴
史
６
　
武

士
の
登
場
』
中
央
公
論
社
（
一
九
六
五
年
七
月
、
東
京
）
三
五
六
〜

三
八
二
頁
ほ
か
。

（
２
）

関
口
力
「
院
近
臣
・
信
西
入
道
」、『
後
白
河
院
―
動
乱
期
の
天
皇
―
』

財
団
法
人
古
代
学
協
会
編
、
吉
川
弘
文
館
（
一
九
九
三
年
三
月
、
東
京
）。

（
３
）
『
平
治
物
語
』
は
、
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
『
平
治
物
語
』（
日
本

古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
（
一
九
六
一
年
七
月
、
東
京
）
一
九
〇
頁

よ
り
。『
尊
卑
分
脈
』
は
、『
新
訂
増
補
国
史
大
系
　
尊
卑
分
脈
』
第
二
編
、

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
、
吉
川
弘
文
館
（
一
九
八
三
年
四
月
、

東
京
）
四
八
五
頁
よ
り
。

（
４
）

岩
佐
美
代
子
校
注
『
校
注
文
机
談
』
笠
間
書
院
（
一
九
八
九
年
九
月
、

東
京
）
五
三
頁
。

（
５
）

注
四
の
書
、
解
題
よ
り
。

（
６
）

注
四
に
同
じ
。

（
７
）

諸
橋
轍
次
編
『
大
漢
和
辞
典
』
第
八
巻
、
大
修
館
書
店
（
一
九
五
八
年

八
月
初
版
、
一
九
八
六
年
九
月
修
訂
版
第
七
刷
、
東
京
）
四
七
頁
。

（
８
）

注
七
の
書
、
第
一
巻
三
八
五
頁
。

（
９
）

川
崎
三
郎
他
訳
注
『
訳
注
大
日
本
史
』
第
四
巻
・
列
伝
二
、
訳
注
大
日

本
史
刊
行
会
（
一
九
六
九
年
十
月
、
東
京
）
四
三
九
頁
。

（
10
）

岩
橋
小
弥
太
「
少
納
言
入
道
信
西
」、『
国
学
院
雑
誌
』
第
六
十
巻
第
六

号
、
国
学
院
大
学
（
一
九
五
九
年
六
月
、
東
京
）。

（
11
）

文
人
研
究
会
編
『
藤
原
通
憲
資
料
集
』（
二
松
学
舎
大
学
二
十
一
世
紀

Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
中
世
部
会
事
業
推
進
資
料
、
二
松
学
舎
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ

事
務
局
（
二
〇
〇
五
年
三
月
、
東
京
）。

（
12
）

注
一
一
の
書
、
三
頁
。

（
13
）

注
一
一
の
書
、
一
四
一
頁
【
覚
書
】
参
照
。
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（
14
）

た
と
え
ば
、
岸
辺
成
雄
『
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
音
楽
―
正
倉
院
・
敦

煌
・
高
麗
を
た
ど
っ
て
』
講
談
社
（
一
九
八
二
年
十
二
月
、
東
京
）、
一

一
七
頁
。

（
15
）

拙
稿
「
藤
原
通
憲
と
内
宴
」、『
説
話
文
学
研
究
』
第
四
十
一
号
、
説
話

文
学
会
（
二
〇
〇
五
年
七
月
、
東
京
）。

（
16
）

説
話
文
学
会
平
成
十
七
年
度
四
月
例
会
（
於
二
松
学
舎
大
学
、
二
〇
〇

五
年
四
月
二
十
三
日
）。

（
17
）

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊
　
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
　
一
』、

明
治
書
院
（
一
九
八
九
年
三
月
、
東
京
）
二
六
九
〜
七
二
頁
。

（
18
）

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊
　
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
　
二
』、

明
治
書
院
（
一
九
九
五
年
三
月
、
東
京
）
六
六
頁
。

（
19
）
『
胡
琴
教
録
』
の
「
師
説
」
が
中
原
有
安
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
五

味
文
彦
氏
の
「
芸
の
伝
承
と
家
（
楽
書
の
展
開
）」、『
書
物
の
中
世
史
』

み
す
ず
書
房
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
、
京
都
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）

注
四
の
書
、
五
三
頁
。

（
21
）

注
四
の
書
、
六
〇
頁
。

（
22
）
「
藤
原
孝
博
―
琵
琶
西
流
人
物
伝
―
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
二
号
、

上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
（
一
九
九
九
年
三
月
、
東
京
）。

（
23
）

琵
琶
の
西
流
、
桂
流
に
つ
い
て
は
音
楽
の
辞
典
類
に
も
解
説
さ
れ
て
い

な
い
が
、
平
安
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
琵
琶
に
こ
の
二
流
が
あ
っ

た
こ
と
は
諸
書
に
窺
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
藤
原
師
長
撰
の
琵
琶
譜
『
三

五
要
録
』、
箏
譜
『
仁
智
要
録
』
に
は
「
桂
」「
西
」
の
注
記
が
散
見
さ
れ
、

『
順
徳
院
宸
記
』
建
保
六
年
八
月
七
日
条
に
は
、
こ
の
二
流
の
相
承
に
つ

い
て
記
す
記
事
が
見
ら
れ
る
。

（
24
）

注
一
五
の
書
所
収
『
箏
相
承
系
図
』
他
に
よ
る
。

（
25
）

角
田
文
衛
監
修
・
（
財
）
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
平
安
時

代
史
事
典
』
下
巻
、
角
川
書
店
（
一
九
九
六
年
四
月
、
東
京
）
二
七
四
六

〜
七
頁
「
六
波
羅
第
」
項
の
解
説
に
よ
る
。
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（
26
）

五
味
文
彦
著
『
平
清
盛
』（
人
物
叢
書
）、
吉
川
弘
文
館
（
一
九
九
九
年

一
月
、
東
京
）
に
よ
る
。

（
27
）

注
一
八
の
書
、
二
六
六
頁
。

（
28
）

注
一
八
の
書
、
四
三
頁
。

（
29
）

注
四
の
書
、
二
八
頁
。

（
30
）
「
中
原
有
安
―
九
条
兼
実
、
鴨
長
明
の
琵
琶
の
師
―
」、『
日
本
音
楽
史

研
究
』
第
三
号
、
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
（
二
〇
〇
一
年
六
月
、
東

京
）。

（
31
）

拙
稿
「『
胡
琴
教
録
』
真
名
本
に
つ
い
て
」、
日
本
漢
文
資
料

楽
書
篇

『
雅
楽
資
料
集
』
論
考
篇
、
二
松
学
舎
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ

ラ
ム
「
日
本
漢
文
学
研
究
の
世
界
的
拠
点
の
構
築
」、
二
松
学
舎
大
学
二

十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
中
世
日
本
漢
文
班
編
、二
〇
〇
六
年
三
月
、

東
京
、
二
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
32
）
山
田
孝
雄
解
説
『
胡
琴
教
録
下
』
猪
熊
信
男
氏
蔵
本
古
典
保
存
会
複
製
、

（
一
九
四
二
年
九
月
、
東
京
）
一
七
丁
表
〜
裏
。

（
33
）

注
一
八
の
書
、
八
七
頁
。

（
34
）
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
『
古
今
著
聞
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
84
、

岩
波
書
店
（
一
九
六
六
年
三
月
）、
一
三
二
頁
。

（
35
）

河
合
正
治
校
注
『
厳
島
』
神
道
大
系
神
社
編
四
〇
、
神
道
大
系
編
纂
会

編
（
一
九
七
三
年
三
月
、
東
京
）、
三
九
九
頁
。

（
36
）

注
四
の
書
、
六
一
頁
。

（
37
）

信
綱
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
源
基
綱
・
信
綱
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』

第
六
号
、
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
（
二
〇
〇
五
年
三
月
、
東
京
）
参

照
。

（
38
）

注
一
八
の
書
、
七
〇
頁
。

（
39
）

注
一
八
の
書
、
七
一
頁
。

（
40
）

拙
稿
「『
胡
琴
教
録
』
の
研
究
」（
平
成
十
六
年
度
二
松
学
舎
大
学
大
学

院
修
士
論
文
、
二
〇
〇
五
年
一
月
提
出
）
第
二
部
、
第
二
章
「
源
信
綱
」。

（
41
）

こ
の
こ
と
は
、
相
馬
万
里
子
氏
も
注
三
〇
の
論
文
中
に
述
べ
て
お
ら
れ

る
。

（
42
）

磯
水
絵
「「
蘇
合
四
帖
」
考
―
『
胡
琴
教
録
』
上
よ
り
、
管
絃
曲
《
蘇

合
》
に
つ
い
て
―
」、『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
第
四
十
七
号
、
二
松
学
舎

大
学
（
二
〇
〇
四
年
三
月
、
東
京
）
冒
頭
よ
り
。

（
43
）

注
一
八
の
書
、
二
六
頁
。

（
44
）

注
一
八
の
書
、
三
一
頁
。

（
45
）

注
一
八
の
書
、
三
七
頁
。

（
46
）

注
一
八
の
書
、
六
二
頁
。

（
47
）

注
一
八
の
書
、
六
七
頁
。

（
48
）
「
中
原
有
安
と
大
原
尾
張
―
琵
琶
桂
流
を
め
ぐ
る
情
念
―
」、『
国
語
と

国
文
学
』
第
七
十
二
巻
四
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
・
至
文
堂
（
一

九
九
五
年
四
月
、
東
京
）。

（
49
）

注
一
八
の
書
、
六
四
頁
。

（
50
）

上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
（
旧
称
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料

室
）
所
蔵
の
紙
焼
き
写
真
に
よ
る
。

（
51
）

注
一
八
の
書
、
六
四
頁
。

（
52
）

注
一
八
の
書
、
二
六
、
七
頁
。

（
53
）

注
三
二
の
書
、
二
十
三
丁
表
〜
裏
。

（
54
）

注
一
八
の
書
、
九
三
頁
。

（
55
）

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊
　
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
　
三
』、

明
治
書
院
（
一
九
九
八
年
三
月
、
東
京
）
五
三
頁
。

（
56
）

増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
『
増
補
史
料
大
成
23

台
記
一
』、
臨
川
書

店
（
一
九
七
五
年
十
一
月
再
版
、
京
都
）
二
二
九
〜
三
〇
頁
。

（
57
）

注
三
四
の
書
、
二
二
八
〜
九
頁
。

（
58
）
『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
七
輯
下
、
釈
家
部
、
続
群
書
類
従
完
成
会

（
一
九
二
六
年
三
月
、
東
京
）
三
三
五
頁
。

（
59
）

注
四
の
書
、
一
六
四
頁
。



（
60
）

注
一
八
の
書
、
六
五
頁
。

（
61
）

小
川
剛
生
「
藤
原
宗
輔
年
譜
考
」、
注
三
一
の
書
所
収
。

（
62
）

橋
本
義
彦
著
『
藤
原
頼
長
』（
人
物
叢
書
）
吉
川
弘
文
館
（
一
九
九
四

年
三
月
新
装
版
第
二
刷
、
東
京
）
五
九
頁
。

（
63
）
『
玉
葉
』
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
二
月
二
十
七
日
条
。

（
64
）
「
曼
殊
院
所
蔵
佚
名
楽
書
と
體
源
鈔
」、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学

研
究
室
『
国
語
国
文
』
第
五
十
二
巻
第
九
号
、
中
央
図
書
出
版
（
一
九
八

三
年
九
月
）。
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