
詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

　

は
じ
め
に

　

歌
辭
や
韻
文
の
作
り
方
に
、
既
存
の
旋
律
に
あ
わ
せ
て
文
字
を
あ
て
は
め
る
と

い
う
方
法
が
あ
る
。
現
在
で
は
樂
曲
と
歌
辭
は
一
對
一
の
關
係
で
あ
る
こ
と
が
多

い
が
、
右
の
方
法
を
と
れ
ば
一
つ
の
樂
曲
に
何
通
り
も
の
異
な
る
歌
辭
を
の
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
法
は
た
と
え
ば
讃
美
歌
や
民
謠
な
ど
に
し
ば
し
ば
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
、
國
や
地
域
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
い
る
。

　

中
國
に
お
い
て
も
、
各
音
節
の
持
つ
ア
ク
セ
ン
ト
を
旋
律
に
調
和
さ
せ
、
長
短

さ
ま
ざ
ま
な
句
を
と
り
混
ぜ
た
韻
文
は
よ
く
作
ら
れ
て
い
た
。
代
表
的
な
も
の
の

一
つ
に
詞
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
歌
唱
を
前
提
と
す
る
こ
と
か
ら
口
頭
語
語
彙
を
多

く
使
用
し
、
閨
怨
の
情
や
美
女
の
姿
、
花
鳥
風
月
な
ど
を
一
般
化
し
て
詠
む
の
が

一
種
の
類
型
で
あ
り
、
唐
五
代
か
ら
兩
宋
に
か
け
て
發
展
、
隆
盛
し
た
。

　

巷
間
で
も
廣
く
親
し
ま
れ
た
こ
の
韻
文
形
式
は
、
北
宋
後
期
ご
ろ
に
一
つ
の
轉

換
期
を
迎
え
た
。
契
機
と
な
っ
た
の
は
文
人
を
は
じ
め
と
す
る
知
識
人
の
詞
作
へ

の
參
與
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
内
容
の
雅
化
と
表
現
の
洗
練
が
進
行

し
、
詞
は
獨
立
し
た
文
學
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
す
る
。

　

文
人
の
參
入
に
よ
っ
て
文
學
的
な
詞
の
地
位
は
飛
躍
的
に
高
め
ら
れ
た
が
、
同

時
に
、
歌
辭
文
藝
と
い
う
本
質
の
喪
失
も
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。
爛
熟
期
を
過
ぎ

る
と
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
に
も
閉
塞
感
が
漂
い
は
じ
め
る
。
詞
は
歌
わ
れ
る
も
の

か
ら
朗
唱
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
讀
ま
れ
る
も
の
へ
と
變
質
し
、
元
代
に
北
曲

が
流
行
す
る
と
歌
辭
と
し
て
受
容
さ
れ
る
機
會
が
漸
減
す
る
。

　

右
の
よ
う
な
興
亡
の
あ
ら
ま
し
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
詞
の
衰
退
が
北
曲
の
擡
頭
に
起
因
す
る
と
の
傳
統
的
な
見
方
は
、
も
は

や
支
持
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
。
兩
種
の
韻
文
が
も
と
づ
く
音
韻
體
系
を
異

に
す
る
以
上
、
享
受
者
を
同
じ
く
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
く
、
そ
の
盛
衰
を
直

接
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
當
然
疑
問
が
殘
る
。

　

い
つ
ご
ろ
ま
で
詞
が
歌
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
域
や
言

語
、
階
層
な
ど
の
條
件
ご
と
に
愼
重
に
扱
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
複
數
の
記
錄
や
詞

序
、
ま
た
作
品
そ
の
も
の
の
句
格
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
、
少
な
く
と
も
元
代
に
は

歌
唱
の
實
態
が
あ
り
、
江
南
の
文
人
た
ち
の
間
で
は
十
五
世
紀
以
降
な
お
一
部
の

樂
曲
が
歌
わ
れ
て
い
た
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
①

。
歌
唱
状
況
に
關
す
る
具
體
的

な
記
述
は
限
ら
れ
て
お
り
、
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
と
も
思
わ
れ
る
。

　

ひ
と
つ
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
當
時
の
記
錄
が
必
ず
し
も
中
立
的
視
點

を
持
た
ず
、
あ
る
意
味
で
は
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
に
よ
る
文
章
と
も
見
な
さ
れ

詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

　
　
　

藤　

田　

優　

子
二
〇
一



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

う
る
點
で
あ
る
。
近
代
以
前
の
中
國
に
お
い
て
、
筆
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

い
っ
た
い
誰
で
あ
っ
た
か
。
文
人
や
士
大
夫
な
ど
、
そ
の
多
く
が
知
識
人
階
級
に

屬
す
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
宋
代
に
關
し
て

は
特
に
、
あ
ら
ゆ
る
價
値
判
斷
の
主
軸
を
雅
俗
と
い
う
概
念
に
お
く
人
々
と
も
理

解
さ
れ
る
②

。

　

雅
を
重
ん
じ
る
彼
ら
の
目
に
、
民
間
で
愛
唱
さ
れ
る
詞
は
多
分
に
俗
な
も
の
と

し
て
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
通
俗
歌
謠
の
歌
辭
は
文
人
た
ち
か
ら
輕
ん
じ

ら
れ
、
記
錄
さ
れ
る
機
會
を
得
な
か
っ
た
③

。
し
か
し
、
排
斥
さ
れ
た
「
俗
」
な

詞
に
こ
そ
、
歌
辭
文
藝
と
し
て
の
性
格
が
長
く
息
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
知
識
人
が
批
判
し
、
あ
る
い
は
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
俗
の
世
界

で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
。
以
下
文
獻
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
民
間
の
詞
の

實
態
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
營
爲
が
明
代
後
期
の
知
識
人
に
發
見
さ
れ
る

ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
段
階
を
追
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　

一
、
雅
俗
と
い
う
問
題

　

知
識
人
の
手
に
な
る
記
錄
に
お
け
る
價
値
觀
の
偏
り
に
つ
い
て
、
村
上
哲
見
氏

の
大
著
『
宋
詞
研
究 

唐
五
代
北
宋
篇
』（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
）
を
も
と
に
少

し
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

村
上
氏
が
そ
の
下
編
第
三
章
（
下
）「
柳
耆
卿
の
生
涯
と
そ
の
詞
」
に
お
い
て

ま
ず
問
題
に
さ
れ
た
の
は
、
宋
代
以
來
の
柳
永
詞
に
對
す
る
評
語
で
あ
っ
た
。
次

の
引
用
は
、
單
一
の
評
語
の
中
で
賞
贊
と
批
判
の
分
裂
が
認
め
ら
れ
る
例
を
複
數

擧
げ
た
後
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
　

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
襃
貶
の
評
が
、
同
一
平
面
に
お
け
る
對

　
　

立
で
は
な
く
て
、
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
…
…
そ
の
間

　
　

の
ず
れ
を
單
純
に
言
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
の
贊
辭
は
概
ね
文
學
的
な
成

　
　

功
に
つ
い
て
發
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
詆
訾
の
方
は
も
っ
ぱ
ら
「
雅
俗

　
　

の
見
」
に
も
と
づ
い
て
そ
の
品
位
を
問
題
に
し
て
お
り
、そ
れ
は
彼
の
人
物
、

　
　

行
跡
に
對
す
る
批
判
と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
五
、二
四
六
頁
）

　

つ
づ
け
て
、
柳
永
詞
に
は
雅
俗
の
規
準
か
ら
す
れ
ば
全
く
異
質
と
も
い
え
る
兩

種
が
混
在
し
、
批
評
に
お
け
る
襃
貶
の
別
が
作
品
の
内
容
と
深
く
關
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
説
き
及
ば
れ
る
。
雅
俗
兩
種
の
作
品
は
ま
た
、
主
題
に
よ
る
區
別
も
可
能

で
あ
る
。
そ
の
主
題
と
は
、男
女
の
情
や
妓
女
の
艷
姿
な
ど
を
う
た
っ
た
「
艷
情
」

と
、
心
な
ら
ず
も
地
方
の
官
職
に
任
ず
る
憂
愁
を
詠
じ
る
「
羇
旅
行
役
」
と
で
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
製
作
時
期
は
彼
が
風
流
人
と
し
て
汴
梁
で
過
ご
し
た
若
い
頃
と
、

官
途
に
就
く
こ
と
の
増
え
た
晩
年
と
に
ほ
ぼ
重
な
る
と
さ
れ
る
。

　

異
な
る
二
つ
の
テ
ー
マ
を
柱
と
す
る
柳
永
詞
の
う
ち
、「
雅
俗
の
見
」
か
ら
品

位
を
問
わ
れ
た
の
は
「
艷
情
」
の
作
で
あ
る
と
村
上
氏
は
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

柳
永
の
「
艷
情
」
詞
は
肉
體
性
や
寫
實
性
を
と
も
な
い
、
と
き
に
は
士
大
夫
の
文

學
に
お
い
て
禁
忌
と
さ
れ
る
、
男
性
か
ら
女
性
へ
の
思
慕
の
念
ま
で
も
が
あ
か
ら

さ
ま
に
う
た
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
柳
永
詞
は
「
從
來
の
『
閨
怨
』
の
詩
詞
と
は

異
質
の
獨
自
な
意
境
を
展
開
し
得
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
士
大
夫
の
『
雅
』
の

感
覺
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
」
い
（
二
五
四
頁
）。
宋
代
の
文
壇

二
〇
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詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

に
お
い
て
中
核
を
な
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
士
大
夫
階
層
す
な
わ
ち
文
人
官
僚
で

あ
っ
た
。

　

柳
永
に
對
す
る
不
寛
容
の
姿
勢
は
、
科
擧
に
よ
っ
て
選
別
さ
れ
た
文
人
官
僚
の

特
權
意
識
と
深
く
關
わ
っ
て
い
る
と
村
上
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
科
擧
制
度
の
完
成

に
よ
っ
て
家
門
や
血
統
の
も
つ
意
味
が
薄
れ
、
特
權
の
正
當
性
は
個
々
人
の
人
物

そ
の
も
の
を
據
り
所
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
庶
民
と
士
大
夫
を
峻
別
す

る
裏
づ
け
と
な
っ
た
の
が
「
雅
俗
の
見
」
で
あ
る
。
柳
永
へ
の
糾
彈
は
、
彼
が
出

自
や
教
養
か
ら
い
っ
て
士
大
夫
に
列
せ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
い
っ

そ
う
激
し
く
行
わ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
當
時
の
士
大
夫
階
層
に
と
っ
て
、
彼
を
容

認
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
特
權
階
級
た
る
所
以
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」

か
ら
で
あ
る
（
二
七
二
頁
）。

　

士
大
夫
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
受
け
た
「
艷
情
」
の
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
熱
狂

的
に
支
持
す
る
層
も
ま
た
確
か
に
存
在
し
た
。
市
井
の
人
々
で
あ
る
。

　

柳
永
詞
の
民
間
で
の
流
行
に
つ
い
て
最
初
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
井
戸

端
で
も
彼
の
歌
が
口
ず
さ
ま
れ
て
い
た
と
の
逸
話
で
あ
ろ
う
④

。
王
灼
『
碧
雞
漫
志
』

に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　

柳
耆
卿
樂
章
集
、
世
多
愛
賞
該
洽
、
…
…
又
能
擇
聲
律
諧
美
者
用
之
。
惟

　
　

是
淺
近
卑
俗
、
自
成
一
體
、
不
知
書
者
尤
好
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
灼
『
碧
雞
漫
志
』⑤
卷
二
）

　
　
　

柳
耆
卿
（
永
）
の
『
樂
章
集
』
は
、
世
に
廣
く
愛
賞
さ
れ
、
…
…
ま
た
聲

　
　

律
の
か
な
っ
て
い
る
も
の
を
選
ん
で
こ
れ
を
用
い
る
の
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

　
　

た
だ
し
卑
近
で
通
俗
的
で
あ
り
、
一
種
獨
特
な
作
風
を
成
し
、
學
問
を
知
ら

　
　

な
い
人
が
と
り
わ
け
こ
れ
を
好
む
。

　

高
い
教
養
を
持
た
な
い
人
々
が
と
く
に
好
ん
だ
の
は
、
柳
永
の
「
淺
近
卑
俗
」

な
詞
で
あ
っ
た
。
巷
間
で
愛
唱
さ
れ
た
の
は
士
大
夫
か
ら
蔑
ま
れ
た
「
艷
情
」
の

作
で
あ
る
と
村
上
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。

　

同
論
で
は
『
醉
翁
談
錄
』
や
『
清
平
山
堂
話
本
』、『
古
今
小
説
』
な
ど
の
小
説

類
に
垣
間
見
え
る
柳
永
と
妓
女
と
の
距
離
の
近
さ
に
も
言
及
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

そ
の
ま
ま
、
小
説
や
そ
の
元
と
な
っ
た
藝
能
の
擔
い
手
で
あ
る
江
湖
の
人
々
が
柳

永
詞
に
感
じ
た
親
近
感
の
表
出
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
柳
永
の
別
集

『
樂
章
集
』
が
花
柳
界
に
お
い
て
あ
る
種
の
聖
典
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

後
世
、
元
雜
劇
の
曲
辭
か
ら
も
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
⑥

。
た
だ
、
こ
れ
ら
の

逸
話
を
生
ん
だ
柳
永
の
生
活
態
度
も
ま
た
士
大
夫
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
る
。

　

一
方
、
士
大
夫
た
ち
に
贊
美
さ
れ
、
清
代
に
お
い
て
も
「
詞
家
の
正
宗
」
と
稱

え
ら
れ
た
の
が
、
北
宋
末
期
の
詞
人
周
邦
彦
で
あ
る
。
村
上
氏
前
掲
書
の
下
編
第

五
章
「
周
美
成
詞
論
」
に
よ
る
と
、
柳
永
の
詞
が
「
表
現
に
素
朴
さ
を
殘
し
、
ま

た
感
情
を
露
わ
に
表
出
す
る
こ
と
を
も
厭
わ
な
か
っ
た
」
の
に
對
し
、
周
邦
彦
の

そ
れ
は
「
嚴
正
な
る
格
律
と
卓
越
し
た
修
辭
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
決
し
て
『
情
』
を

直
抒
す
る
こ
と
な
く
、
逆
に
深
く
包
み
込
む
よ
う
な
表
現
の
ス
タ
イ
ル
」
を
と
っ

て
い
る
（
四
一
二
頁
）。
こ
れ
が
雅
に
重
き
を
置
く
士
大
夫
や
文
人
の
價
値
觀
と

符
合
し
、
南
宋
期
以
降
の
詞
、
と
く
に
專
業
文
人
の
手
に
な
る
詞
の
あ
り
方
を
決

定
づ
け
る
一
手
と
な
っ
た
。す
な
わ
ち
、「
詞
は
技
法
的
に
は
い
っ
そ
う
精
錬
さ
れ
、

ま
た
素
朴
を
厭
う
あ
ま
り
に
、ひ
た
す
ら
に
屈
折
隱
微
を
尚
ぶ
方
向
に
傾
き
」「
晦

二
〇
三
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澁
を
も
辭
せ
ぬ
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
（
四
一
三
頁
）。

　

以
上
村
上
氏
の
詳
説
を
借
り
て
述
べ
來
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
南
北
兩
宋
に
お

い
て
詞
を
品
評
す
る
立
場
に
あ
っ
た
人
々
の
判
斷
基
準
が
我
々
か
ら
見
て
い
か
に

一
元
的
で
均
衡
を
缺
い
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
詞
の
批
評
者
で

あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、定
義
に
ま
で
關
與
し
た
。そ
の
視
點
か
ら
語
ら
れ
る「
詞
」

が
、
全
體
か
ら
見
れ
ば
い
く
ぶ
ん
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。

　

雅
な
ら
ざ
る
も
の
の
排
斥
に
餘
念
の
な
い
士
大
夫
に
よ
っ
て
、柳
永
の
「
艷
情
」

詞
が
異
常
な
ま
で
の
熱
量
を
も
っ
て
取
り
ざ
た
さ
れ
た
の
は
、
先
に
觸
れ
た
よ
う

に
柳
永
が
士
大
夫
に
列
せ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
士
大
夫
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
彼
が
庶
民

の
出
で
あ
り
、
教
養
も
な
く
、
科
擧
と
無
縁
の
存
在
で
あ
れ
ば
、
あ
の
よ
う
に
非

難
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
の
村
上
氏
の
言
葉
は
非
常
に

示
唆
的
で
あ
る
（「
柳
耆
卿
の
生
涯
と
そ
の
詞
」
二
七
二
頁
）。
雅
俗
の
次
元
を
異

に
す
る
世
界
に
對
し
て
、
知
識
人
の
目
が
親
し
み
を
込
め
て
向
け
ら
れ
る
こ
と
は

當
時
稀
で
あ
っ
た
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
庶
民
の
愛
唱
す
る
詞
に
關
す
る
限
ら
れ

た
資
料
は
、
歌
辭
の
卑
俗
さ
や
格
律
の
不
備
へ
の
批
判
に
終
始
す
る
印
象
を
否
め

な
い
。

　

二
、「
歌
唱
の
衰
退
」
と
し
て
語
ら
れ
る
現
象

　

詞
の
歌
唱
の
衰
退
期
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
宋
末
元
初
に
お
い
て
、
そ
の
状
況
の

語
り
手
と
な
っ
た
の
も
や
は
り
知
識
人
、
文
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
し
ば
し
ば
歌

う
こ
と
の
で
き
な
い
詞
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
詞
は
う
ま
れ
、

何
を
も
っ
て
歌
え
な
い
と
判
斷
さ
れ
た
の
か
。
當
時
の
詞
家
、
張
炎
の
詞
論
『
詞

源
』
の
記
述
を
中
心
に
檢
討
を
加
え
た
い
。

　

張
炎
（
一
二
四
八―

一
三
二
〇
頃
）、字
は
叔
夏
。
玉
田
、樂
笑
翁
な
ど
と
號
す
。

一
族
は
陝
西
鳳
翔
の
出
だ
が
、南
宋
以
降
は
首
都
臨
安
（
杭
州
）
に
移
り
住
ん
だ
。

曾
祖
父
と
さ
れ
る
南
宋
の
大
官
僚
、
張
鎡
は
詞
人
と
し
て
も
有
名
で
、
詞
集
『
玉

照
堂
詞
』
を
殘
し
、邸
宅
に
は
姜
夔
な
ど
多
く
の
詞
人
文
人
が
出
入
り
し
た
ほ
か
、

多
く
の
歌
妓
を
抱
え
て
い
た
⑦

。
父
に
あ
た
る
張
樞
に
は
樂
曲
譜
『
寄
間
集
』
が

あ
り
、
詞
が
で
き
る
た
び
に
歌
手
に
歌
わ
せ
て
詞
章
の
調
整
を
行
っ
た
と
傳
え
ら

れ
る
⑧

。
張
炎
の
詞
論
が
こ
う
し
た
環
境
で
養
成
さ
れ
た
こ
と
は
前
提
と
し
て
了

解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
『
詞
源
』二
卷
本
の
成
立
は
張
炎
の
最
晩
年
と
い
わ
れ
、卷
上
で
は
音
樂
理
論
が
、

卷
下
で
は
表
現
理
論
が
中
心
に
述
べ
ら
れ
る
⑨

。
ま
ず
卷
下
冒
頭
か
ら
、
序
文
に

相
當
す
る
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

舊
有
刊
本
六
十
家
詞
、
可
歌
可
誦
者
、
指
不
多
屈
。
中
間
如
秦
少
游
、
高

　
　

竹
屋
、
姜
白
石
、
史
邦
卿
、
呉
夢
窗
、
此
數
家
格
調
不
侔
、
句
法
挺
異
、
倶

　
　

能
特
立
淸
新
之
意
、刪
削
靡
曼
之
詞
、自
成
一
家
、各
名
於
世
。
…
…
今
老
矣
、

　
　

嗟
古
音
之
寥
寥
、
慮
雅
詞
之
落
落
、
僭
述
管
見
、
類
列
於
后
、
與
同
志
者
商

　
　

略
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
炎
『
詞
源
』⑩
卷
下
卷
頭
）

　
　
　

古
く
に
は
刊
本
『
六
十
家
詞
』
が
あ
っ
た
が
、
歌
う
こ
と
の
で
き
る
作
品

　
　

は
多
く
は
な
い
。
そ
の
中
で
も
秦
少
游
（
觀
）、
高
竹
屋
（
觀
國
）、
姜
白
石

二
〇
四
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（
夔
）、史
邦
卿（
達
祖
）、呉
夢
窗（
文
英
）ら
の
數
家
は
格
調
が
同
じ
で
な
く
、

　
　

句
法
も
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
と
も
に
清
新
な
持
ち
味
を
確
立
し
、

　
　

華
美
な
言
葉
を
削
り
取
っ
て
、
自
ら
を
一
樣
式
と
成
し
て
各
々
が
世
に
知
ら

　
　

れ
て
い
る
。
…
…
（
自
分
は
）
今
で
は
年
老
い
て
し
ま
っ
た
。
古
の
し
ら
べ

　
　

が
絶
え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
嘆
か
れ
、
雅
詞
の
衰
退
が
憂
慮
さ
れ
る
の
で
、
僭

　
　

越
な
が
ら
管
見
を
述
べ
て
以
下
に
分
類
列
擧
し
、
志
を
同
じ
く
す
る
人
と
こ

　
　

の
こ
と
に
つ
い
て
語
り
合
い
た
く
思
う
。

　

張
炎
が
雅
詞
を
重
ん
じ
、
そ
の
凋
落
を
嘆
く
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
引
用
後
半

部
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。「
刊
本
六
十
家
詞
」
は
未
詳
だ
が
、
收
め
ら
れ
た
詞
の

作
者
を
列
擧
す
る
中
に
は
姜
夔
や
呉
文
英
な
ど
詞
の
音
律
に
通
じ
た
文
人
の
名
前

も
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
選
集
に
收
め
ら
れ
た
詞
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も

詠
ま
れ
た
當
時
に
お
い
て
は
樂
曲
と
と
も
に
享
受
さ
れ
て
い
た
も
の
も
存
在
し
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、晩
年
の
張
炎
が
「
可
歌
可
誦
者
、

指
不
多
屈
」
と
評
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
後
續
の
「
古
音
」
の
語
を
文
字

通
り
古
の
音
樂
の
意
に
解
釋
す
る
な
ら
ば
、
原
因
は
古
來
の
旋
律
が
繼
承
さ
れ
ず

に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

た
だ
、
歌
え
る
作
品
が
數
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
と
の
見
方
は
、
單
に
旋
律
の
不

傳
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
何
を
も
っ
て
詞
と
見
な
す
か

と
い
う
定
義
の
變
容
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

以
下
こ
の
問
題
を
い
く
つ
か
の
點
に
わ
け
て
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

　

⑴
理
論
の
高
度
化
に
よ
る
學
習
困
難
と
規
格
外
作
品
へ
の
不
寛
容

　

詞
の
歌
唱
さ
れ
る
條
件
と
し
て
ご
く
當
然
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
歌
辭
と
旋
律

と
の
調
和
で
あ
ろ
う
。
柳
永
の
「
艷
情
」
詞
が
民
間
に
浸
透
し
た
の
は
、
そ
の
内

容
が
歡
迎
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
旋
律
と
の
調
和
も
重
要
な
因
子
と
な
っ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
彼
の
詞
に
對
す
る
肯
定
的
な
評
價
に
は
音
律
に
關
す
る
も
の
が
散

見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
先
の
『
碧
雞
漫
志
』
の
ほ
か
、
胡
仔
『
苕
溪
漁
隱
叢
話
』

に
も
北
宋
末
期
の
李
清
照
の
言
葉
を
引
い
て
「
音
律
に
協
う
」
と
述
べ
る
條
が
あ

る
⑪

。

　

文
人
に
愛
好
さ
れ
る
周
邦
彦
の
詞
も
ま
た
、
階
層
を
問
わ
ず
歌
辭
と
し
て
愛
好

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
詞
集
『
片
玉
集
』
の
體
裁
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

よ
う
。『
片
玉
集
』
で
は
作
品
を
四
季
雜
題
に
分
類
す
る
分
類
編
次
が
行
わ
れ
、

加
え
て
各
作
品
に
宮
調
（
樂
曲
の
屬
す
る
調
性
）
が
配
さ
れ
る
。
こ
の
體
裁
は
歌

唱
の
場
と
伴
奏
樂
器
の
調
性
に
應
じ
た
歌
辭
の
選
擇
に
適
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
⑫

。
周
邦
彦
が
没
し
て
八
十
年
以
上
の
の
ち
（
一
二
〇
〇
年
代
初
頭

ご
ろ
か
）、
作
者
の
知
ら
れ
な
い
ま
ま
民
間
で
廣
く
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
宋

末
元
初
の
妓
女
や
樂
人
に
よ
っ
て
歌
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
指
摘
が
あ
り
⑬

、

そ
の
詞
は
讀
む
も
の
で
は
な
く
歌
う
も
の
、
耳
で
聞
く
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
周
邦
彦
詞
を
典
範
と
し
、
音
律
の
正
確
さ
を
賞
贊
す
る
は
ず
の
文
人

た
ち
が
實
際
に
作
っ
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
南
宋

末
期
の
詞
論
家
沈
義
父
は
こ
う
評
し
て
い
る
。

　
　
　

前
輩
好
詞
甚
多
、
往
往
不
協
律
腔
、
所
以
無
人
唱
。

二
〇
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（
沈
義
父
『
樂
府
指
迷
』⑭
「
坊
間
歌
詞
之
病
」）

　
　
　

先
人
に
は
佳
詞
が
た
い
へ
ん
多
い
が
、
往
々
に
し
て
旋
律
に
合
わ
な
い
の

　
　

で
歌
う
人
が
い
な
い
。

　

沈
義
父
は
淳
祐
二
、三
年
に
か
け
て
翁
元
龍
、
呉
文
英
兄
弟
と
面
識
を
も
ち
、

作
詞
の
方
法
に
つ
い
て
議
論
し
た
經
驗
も
持
つ
か
ら
⑮

、
實
際
の
樂
曲
に
も
通
じ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
沈
義
父
が
先
人
の
詞
と
樂
曲
の
不
和
を
述
べ
る
原
因
の

一
つ
に
、音
樂
理
論
の
高
度
化
が
も
た
ら
す
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば『
詞

源
』
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　

詞
之
作
必
須
合
律
、
然
律
非
易
學
、
得
之
指
授
方
可
。
…
…
今
詞
人
纔
説

　
　

音
律
、
便
以
爲
難
、
…
…
所
以
望
望
然
而
去
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
炎
『
詞
源
』
卷
下
「
雜
論
」）

　
　
　

詞
は
必
ず
音
律
に
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
音
律
と
い
う
の
は

　
　

容
易
に
學
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
教
え
を
受
け
て
は
じ
め
て
習
得
で
き
る
の

　
　

で
あ
る
。
…
…
今
の
詞
人
は
音
律
を
論
じ
だ
す
と
す
ぐ
に
難
解
だ
と
考
え
て

　
　

し
ま
い
、
…
…
そ
れ
で
失
望
し
興
ざ
め
し
て
詞
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

　
　

る
。

　

張
炎
は
こ
こ
で
、
獨
學
で
音
律
を
習
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
難

解
さ
は
詞
人
を
失
望
さ
せ
、
詞
作
を
斷
念
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
と
論
じ
る
。
高
い

教
養
を
持
た
な
い
人
に
も
親
し
ま
れ
た
樂
曲
が
、
當
初
か
ら
複
雜
な
理
論
を
持
っ

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
に
合
わ
せ
る
歌
辭
も
ま
た
、
い
か
に
樂
曲
と
の

調
和
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
專
門
家
で
な
く
て
は
ク
リ
ア
で
き
な
い
よ

う
な
嚴
し
い
規
格
が
要
求
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

歌
辭
と
樂
曲
の
關
係
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
硬
質
化
し
た
の
は
、
詞
の
世
界
に
文

人
の
價
値
觀
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
と
無
關
係
で
は
あ
る
ま
い
。
雅
俗
を
峻
別
す

る
意
識
に
よ
っ
て
歌
辭
と
樂
曲
の
協
調
は
理
論
化
さ
れ
、
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
。

樂
律
や
樂
曲
を
系
統
的
に
論
じ
た
『
詞
源
』
上
卷
部
分
は
そ
の
集
大
成
と
も
い
え

よ
う
⑯

。
し
か
し
過
度
の
理
論
化
は
、
詞
を
學
ぼ
う
と
す
る
人
に
は
高
い
障
壁
と

な
っ
た
。
確
立
し
た
理
論
は
權
威
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
る
作
品
へ
の
不
寛

容
を
も
招
く
。
結
果
的
に
、
旋
律
に
「
合
わ
な
い
」
作
品
を
大
量
に
生
む
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

⑵
詞
作
の
方
法

　

詞
論
家
の
あ
い
だ
で
は
、張
炎
や
沈
義
父
の
師
と
い
わ
れ
る
⑰

楊
纘
（
一
二
一
九

頃―

一
二
六
七
）
が
次
に
述
べ
る
ご
と
く
、
樂
曲
と
よ
く
調
和
す
る
詞
を
作
る
に

は
音
譜
、
す
な
わ
ち
詞
の
樂
曲
譜
を
參
照
す
る
こ
と
が
肝
要
と
さ
れ
た
。

　
　
　

第
三
要
塡
詞
按
譜
。
自
古
作
詞
、
能
依
句
者
已
少
、
依
譜
用
字
者
、
百
無

　
　

一
二
。
詞
若
歌
韻
不
協
、
奚
取
焉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
炎
『
詞
源
』
附
「
楊
守
齋
作
詞
五
要
」）

　

第
三
の
要
は
、
詞
を
作
る
の
に
音
譜
を
參
考
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
舊
來
、
作

詞
す
る
の
に
句
を
頼
っ
て
作
る
こ
と
の
で
き
る
者
も
す
で
に
少
な
い
が
、
音
譜
に

沿
っ
て
字
を
用
い
る
者
は
百
人
中
一
、二
人
も
い
な
い
。
詞
の
、
歌
っ
て
も
韻
が

二
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詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

整
っ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
に
、
な
ん
の
取
り
柄
が
あ
ろ
う
。

      

　

右
は
『
詞
源
』
に
收
錄
さ
れ
た
楊
纘
の
作
詞
論
「
作
詞
五
要
」
第
三
條
で
あ
る
。

こ
こ
で
推
奬
さ
れ
る
樂
曲
譜
に
も
と
づ
く
填
詞
は
し
か
し
、
作
詞
方
法
の
理
想
論

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
楊
纘
自
身
が
つ
づ
け
て
語
る
よ
う
に
、
專

門
性
の
高
い
樂
曲
譜
を
作
詞
の
型
と
し
て
使
え
る
人
は
ほ
ぼ
皆
無
に
近
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
人
達
の
と
っ
た
詞
作
の
方
法
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。『
詞
源
』
に

は
當
時
の
状
況
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

述
詞
之
人
、
若
只
依
舊
本
之
不
可
歌
者
、
一
字
塡
一
字
、
而
不
知
以
訛
傳

　
　

訛
、
徒
費
思
索
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
炎
『
詞
源
』
卷
下
「
音
譜
」）

　
　
　

詞
を
作
る
人
が
、
古
い
本
の
歌
え
な
い
作
品
ば
か
り
に
頼
っ
て
、
一
字
に

　
　

一
字
を
あ
て
は
め
る
よ
う
で
は
、
誤
り
を
誤
り
の
ま
ま
に
傳
え
、
無
駄
に
考

　
　

え
を
費
や
し
て
い
る
の
を
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。

　

南
宋
以
降
の
非
專
門
作
家
の
多
く
は
、
旋
律
や
樂
曲
譜
で
は
な
く
舊
作
の
句
形

を
參
照
し
て
詞
作
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
⑱

。
張
炎
に
よ
る
右
の
批
判
は
、
歌
う

こ
と
の
で
き
な
い
作
品
の
句
形
を
規
範
と
し
、
文
字
上
の
格
律
を
模
倣
す
る
人
々

へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
古
音
」
が
途
絶
え
つ
つ
あ
る
樂
曲

に
關
し
て
は
そ
う
し
た
方
法
で
歌
辭
を
作
る
こ
と
が
餘
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

先
の
「
作
詞
五
要
」
第
三
條
に
見
え
る
「
依
句
」
も
ま
た
句
の
構
成
を
模
倣
し

て
作
詞
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
、
い
ま
引
い
た
よ
う
に
張
炎
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
で
き
る
人
が
少
な
い
と
い
う
の
は
、
張
炎
の
主
張
と
は
一

見
相
反
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
同
條
は
「
或
謂
善
歌
者
融
化
其
字
、
則
無
疵
。
殊
不
知
…
…
非
復
本
調

矣
（
あ
る
い
は
、「
歌
を
得
意
と
す
る
人
が
、
文
字
を
旋
律
に
溶
け
込
ま
せ
れ
ば

問
題
な
い
」と
言
う
人
も
い
る
。
…
…
し
か
し
、も
う
も
と
の
曲
調
で
は
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ち
っ
と
も
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
）」
と
つ
づ
く
こ
と
か

ら
、
歌
手
の
技
量
頼
み
の
杜
撰
な
作
詞
者
が
舊
作
の
句
形
を
參
照
す
る
こ
と
す
ら

し
な
い
と
い
う
、
非
難
の
言
葉
と
理
解
さ
れ
る
。
句
格
を
き
ち
ん
と
把
握
す
る
こ

と
は
楊
纘
に
と
っ
て
は
最
低
限
の
條
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
滿

た
さ
な
い
も
の
は
雅
詞
に
相
當
し
な
い
と
し
て
詞
の
範
疇
か
ら
除
外
さ
れ
る
か

ら
、
楊
纘
に
し
て
み
れ
ば
假
に
歌
う
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
詞
の
曲
調
と
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
⑲

。

　

⑶
歌
辭
の
難
解
さ

　

右
の
二
點
は
、
歌
唱
不
能
作
品
の
増
加
し
た
理
由
を
主
に
詞
の
定
義
に
求
め
る

も
の
で
あ
る
。
文
人
趣
味
の
詞
に
は
こ
れ
ら
に
加
え
、
實
際
の
歌
辭
と
し
て
の
缺

點
が
も
う
一
つ
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
言
葉
が
難
し
く
、
耳
で
聞
い
て
理
解
し
に

く
い
こ
と
で
あ
る
。

　

周
邦
彦
の
詞
が
典
雅
で
あ
り
な
が
ら
も
民
間
に
通
用
し
た
の
は
、
格
律
の
嚴
密

さ
に
加
え
、
巧
み
な
典
故
運
用
に
も
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
指

摘
さ
れ
る
と
お
り
、
彼
の
詞
は
六
朝
や
唐
の
詩
歌
に
も
と
づ
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
増
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幅
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
體
に
完
結
性
を
備
え
て
い
る
⑳

。
表
面
上
の
意
味
だ

け
で
内
容
が
完
結
す
る
か
ら
こ
そ
、
典
據
を
知
ら
な
い
人
々
の
間
で
も
歌
辭
と
し

て
成
立
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
先
に
見
た
と
お
り
、
周
邦
彦
以
降
の
雅
詞
は
雅
を
目
指
す
あ
ま
り
、「
晦

澁
を
も
辭
せ
ぬ
」
も
の
へ
と
變
容
し
て
い
た
。
難
解
さ
を
増
し
た
詞
章
は
、
士
大

夫
の
中
で
も
理
解
で
き
る
人
が
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
㉑

。
耳
で
聞
い
て
す
ぐ

に
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
歌
辭
は
、
と
う
て
い
歌
唱
に
向
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
こ
う
し
て
文
人
の
詞
は
作
る
こ
と
も
歌
う
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
、
歌
辭

と
し
て
の
行
き
詰
ま
り
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
歌
唱
の
可
不
可
は
詞
の
定
義
に
強
く
左
右
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
末
元
初
に
お
い
て
歌
唱
の
衰
退
と
し
て
語
ら
れ
る
現
象

が
、
文
人
の
雅
詞
を
中
心
と
す
る
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
一
度
認

識
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
彼
ら
の
觀
測
範
圍
外
で
あ
っ
た
俗
の
世
界
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の

か
。
文
人
の
詞
が
文
學
形
式
の
一
つ
に
な
る
一
方
で
、
民
間
の
詞
は
曲
へ
と
移
り

變
わ
っ
て
い
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
㉒

。
そ
の
樣
相
は
も
ち
ろ
ん
知
識
人
の
記
錄
の

對
象
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
し
、
な
っ
た
と
し
て
も
批
判
的
な
口
調
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
次
項
で
は
い
く
つ
か
の
例
か
ら
實
態
の
抽
出
を
試
み
る
。

　

三
、
民
間
で
繼
續
さ
れ
た
歌
唱

　

楊
纘
や
張
炎
が
説
く
よ
う
に
、
彼
ら
の
理
想
は
詞
の
技
巧
を
論
理
的
に
理
解
し

た
上
で
、
文
學
的
表
現
と
旋
律
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
實
の

と
こ
ろ
、
作
者
が
樣
々
な
理
論
を
完
璧
に
理
解
し
て
い
な
く
と
も
、
あ
る
い
は
作

品
が
多
少
音
律
に
か
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
こ
と
が
詞
の
歌
唱
を
全
面
的
に

阻
害
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
引
用
す
る
二
つ

の
言
説
は
こ
の
點
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
楊
纘
「
作
詞
五

要
」
か
ら
、
ふ
た
た
び
第
三
條
の
一
部
を
檢
討
す
る
。

　
　
　

或
謂
善
歌
者
融
化
其
字
、
則
無
疵
。
殊
不
知
…
…
非
復
本
調
矣
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
炎
『
詞
源
』
附
「
楊
守
齋
作
詞
五
要
」）

　
　
　

あ
る
い
は
、「
歌
を
得
意
と
す
る
人
が
、
文
字
を
旋
律
に
溶
け
込
ま
せ
れ

　
　

ば
問
題
な
い
」
と
言
う
人
も
い
る
。
…
…
し
か
し
、
も
う
も
と
の
曲
調
で
は

　
　

な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ち
っ
と
も
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。

　

楊
纘
は
こ
こ
で
、
詞
作
者
が
歌
唱
者
の
力
量
を
頼
っ
て
安
易
に
詞
作
す
る
こ
と

を
咎
め
て
い
る
。
彼
は
樂
曲
譜
を
參
照
す
る
こ
と
を
詞
作
五
大
要
訣
の
一
つ
に
擧

げ
た
が
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
守
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
前
項
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

右
の
批
判
も
ま
た
、
嚴
密
な
音
律
を
理
解
し
な
い
人
々
が
存
在
し
、
樂
曲
譜
に
據

ら
ず
に
詞
を
作
っ
て
い
た
實
情
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
類
似
の
状
況
は
、
張
炎
と

同
時
代
の
文
人
仇
遠
の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

又
怪
陋
邦
腐
儒
、
窮
鄕
村
叟
、
毎
以
詞
爲
易
事
、
酒
邊
興
豪
、
卽
引
紙
揮

　
　

筆
、
…
…
不
知
宮
調
爲
何
物
、
令
老
伶
俊
娼
、
面
稱
好
而
背
竊
笑
、
是
豈
足

　
　

與
言
詞
哉
。
予
幼
有
此
癖
、
老
頗
知
難
、
然
已
有
三
數
曲
流
傳
朋
友
間
、
山

　
　

歌
村
謠
、
是
豈
足
與
叔
夏
詞
比
哉
。
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詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仇
遠
「
玉
田
詞
題
辭
」㉓
）

　
　
　

さ
ら
に
不
審
な
の
は
、
田
舍
の
學
者
く
ず
れ
や
寒
村
の
老
人
が
詞
を
あ
な

　
　

ど
り
、
酒
席
で
得
意
氣
に
紙
を
引
き
寄
せ
て
筆
を
ふ
る
い
、
…
…
宮
調
（
調

　
　

性
）
の
何
た
る
か
も
知
ら
ず
に
、
熟
練
の
樂
工
や
粹
な
歌
い
女
に
歌
わ
せ
、

　
　

表
で
は
ち
や
ほ
や
さ
れ
裏
で
は
笑
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
が
、
共
に
詞
を
語

　
　

る
に
足
り
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
若
い
と
き
こ
の
癖
が
あ
り
、

　
　

長
じ
て
多
少
は
（
詞
を
つ
く
る
）
難
し
さ
を
知
っ
た
が
、
以
前
作
っ
た
數
曲

　
　

で
朋
友
の
間
に
傳
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ま
る
で
田
舍
の
俗
謠
で
、
叔
夏

　
　
（
張
炎
）
の
詞
に
は
並
び
よ
う
も
な
い
。

　

右
の
題
辭
は
張
炎
の
詞
集
『
山
中
白
雲
詞
』（
龔
蘅
圃
刻
本
）
に
付
さ
れ
て
傳

わ
る
。
題
辭
で
は
「
陋
邦
腐
儒
」
や
「
窮
鄕
村
叟
」
な
ど
が
宮
調
の
概
念
を
知
ら

ず
に
詞
を
作
り
、
そ
れ
を
歌
手
に
歌
わ
せ
る
樣
子
が
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
描
か
れ
た
状
況
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
音
樂
理
論
に
當
て
は
ま
ら
な
い
詞

で
あ
っ
て
も
歌
手
に
よ
る
歌
唱
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

文
人
で
あ
る
仇
遠
は
、
こ
う
し
た
非
知
識
人
階
級
に
屬
す
る
人
々
と
自
分
た
ち
を

同
列
に
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
彼
が
自
作
を
卑
下
し
て
「
山
歌
村
謠
」
に
喩
え
る

の
は
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

　

楊
纘
と
仇
遠
の
言
葉
は
、
歌
唱
時
の
工
夫
が
歌
辭
の
音
律
上
の
缺
點
を
補
う
效

果
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
あ
る
程
度
裏
付
け
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は

い
え
そ
の
效
果
は
旋
律
と
歌
辭
と
の
調
和
と
い
う
一
面
に
お
い
て
發
揮
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
内
容
そ
の
も
の
の
難
解
さ
を
補
填
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
歌

辭
の
意
味
を
通
り
や
す
く
す
る
に
は
本
文
に
手
を
入
れ
る
し
か
な
く
、
そ
う
し
て

平
俗
に
改
め
ら
れ
た
詞
は
や
は
り
雅
詞
か
ら
は
區
別
さ
れ
る
㉔

。
つ
ま
り
歌
唱
者

の
技
巧
も
、
士
大
夫
や
文
人
の
詞
そ
の
も
の
を
歌
辭
の
位
置
に
引
き
戻
す
ほ
ど
の

影
響
力
は
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
玉
田
詞
題
辭
」
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詞
の
樂
曲
に
沿
う

歌
辭
を
つ
く
っ
て
い
た
の
は
文
人
や
士
大
夫
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば

先
に
見
た
「
先
人
に
は
佳
詞
が
た
い
へ
ん
多
い
が
、
往
々
に
し
て
旋
律
に
合
わ
な

い
の
で
歌
う
人
が
い
な
い
」
と
の
『
樂
府
指
迷
』
の
一
文
は
、
以
下
こ
の
よ
う
に

つ
づ
く
。

　
　
　

如
秦
樓
楚
館
所
歌
之
詞
、
多
是
教
坊
樂
工
及
市
井
做
賺
人
所
作
、
只
縁
音

　
　

律
不
差
、
故
多
唱
之
。
求
其
下
語
用
字
、
全
不
可
讀
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沈
義
父
『
樂
府
指
迷
』「
坊
間
歌
詞
之
病
」）

　
　
　

妓
樓
で
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
詞
は
、
お
お
か
た
が
教
坊
の
樂
工
や
市
井

　
　

の
賺
詞
う
た
い
の
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
音
律
が
外
れ
て
い
な
い
こ

　
　

と
だ
け
が
理
由
で
よ
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
や
文
字
の
使
い
方
を
突

　
　

き
詰
め
る
と
、
ま
っ
た
く
讀
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
「
教
坊
樂
工
」や「
市
井
做
賺
人
」は
、沈
義
父
の
先
人
た
ち
と
對
照
を
な
す
人
々

と
理
解
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。「
做
賺
人
」
は
こ
こ
で
は
賺
詞
を
歌
う
藝

人
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
賺
詞
と
は
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
發
展
、
流
行
し
た
藝

能
の
一
種
で
、
複
數
の
樂
曲
を
連
ね
た
組
曲
を
歌
う
も
の
で
あ
る
㉕

。

　

こ
う
し
た
樂
工
や
藝
人
の
手
に
な
る
歌
辭
を
、
音
律
か
ら
は
外
れ
て
い
な
い
が

讀
ん
で
味
わ
う
に
値
し
な
い
と
沈
義
父
は
一
蹴
す
る
。
や
は
り
文
辭
が
雅
で
な
い

二
〇
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こ
と
が
批
判
さ
れ
る
の
だ
が
、
反
對
に
俗
な
、
換
言
す
れ
ば
平
易
で
直
接
的
な
表

現
の
方
が
、
歌
っ
た
り
聞
い
た
り
し
て
樂
し
む
た
め
の
歌
辭
に
は
適
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
れ
が
音
律
に
か
な
う
の
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

右
の
引
用
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
、
實
際
に
妓
樓
で
歌
わ
れ
て
い
た
詞
の

大
半
は
雅
詞
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
俗
詞
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
人
の
詞
が
歌
え
な
い
と
さ
れ
た
時
代
、
文
學
的
價
値
は
度
外
視
す
る
と
し
て

も
、
樂
曲
に
調
和
し
て
さ
え
い
れ
ば
依
然
と
し
て
詞
は
歌
唱
さ
れ
て
い
た
。
本
項

で
取
り
上
げ
た
記
錄
は
い
ず
れ
も
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
む
し
ろ
旋
律
に

合
っ
て
歌
い
や
す
く
、
耳
で
聞
い
て
理
解
し
や
す
い
と
い
う
歌
辭
と
し
て
の
適
性

は
、樂
工
や
藝
人
の
詞
に
こ
そ
認
め
ら
れ
よ
う
。
仇
遠
の
言
う「
陋
邦
腐
儒
」や「
窮

鄕
村
叟
」
と
い
っ
た
、
こ
と
さ
ら
音
樂
に
通
じ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
一
般
の

人
々
の
詞
も
ま
た
、
歌
唱
者
の
技
術
に
よ
っ
て
樂
曲
と
の
不
協
を
補
正
し
う
る
こ

と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
こ
う
し
た
作
品
は
詞
を
自
ら
の
表
現
手
段
と
し
て
取
り
込
ん
だ
文
人

ら
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
樂
工
や
藝
人
の
詞
が
い
く
ら
歌

唱
に
ふ
さ
わ
し
く
と
も
、
そ
の
内
容
は
文
人
好
み
の
高
雅
な
詞
の
條
件
を
滿
た
さ

な
い
。
專
門
家
で
も
な
い
一
般
庶
民
の
作
る
詞
な
ど
は
な
お
さ
ら
等
閑
視
さ
れ
て

當
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

四
、
明
代
後
期
に
お
け
る
「
詞
」

　

知
識
人
の
意
識
を
支
配
し
た
雅
俗
觀
は
し
か
し
、
元
代
に
入
る
と
次
第
に
解
體

さ
れ
て
ゆ
く
。
モ
ン
ゴ
ル
人
の
徹
底
し
た
職
能
主
義
は
、
儒
者
を
文
章
を
扱
う
技

術
者
、
樂
人
を
音
樂
・
演
劇
を
扱
う
技
術
者
と
位
置
づ
け
、
兩
者
間
の
本
質
的
な

上
下
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
㉖

。
そ
う
し
た
社
會
的
背
景
に
後
押

し
さ
れ
、
北
曲
を
用
い
た
劇
種
「
雜
劇
」
に
お
い
て
は
專
業
の
藝
能
者
と
士
大
夫

と
の
共
作
ま
で
も
が
行
わ
れ
、
上
演
效
果
と
文
學
性
を
兼
備
し
た
戲
曲
が
誕
生
し

た
㉗

。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
宋
代
の
社
會
状
況
下
で
は
決
し
て
起
こ
り
う

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

兩
宋
の
盛
り
場
で
は
先
の
賺
詞
を
は
じ
め
、
樂
曲
を
と
も
な
う
數
々
の
演
藝
が

行
わ
れ
、
庶
民
の
間
で
高
い
人
氣
を
誇
っ
た
。
し
か
し
沈
義
父
が
賺
詞
の
藝
人
の

手
に
な
る
文
辭
の
卑
俗
さ
を
難
じ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
藝
能
の
分
野
は

や
は
り
俗
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
詳
細
を
記
し
た
文
獻
は

限
ら
れ
、
歌
辭
そ
の
も
の
に
い
た
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
傳
わ
ら
な
い
。

　

記
錄
の
殘
る
特
殊
な
例
と
し
て
は
、
當
時
の
講
釋
師
の
種
本
と
い
わ
れ
る
「
話

本
」
に
見
え
る
歌
辭
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
が
物
語
の
中
で
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
無
條
件
に
通
俗
歌
謠
そ
の

も
の
と
見
な
す
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
㉘

。
確
實
に
宋
代
の
刊
行
と
認
め
う

る
話
本
は
目
下
發
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
話
本
に
起
源
を
も
つ
明
代
の
短
篇
小
説
集

『
清
平
山
堂
話
本
』
や
『
三
言
』
の
一
部
作
品
を
參
照
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
む
商
業
目
的
の
讀
み
物
に
、
よ
り
面
白
く
讀
み
や
す

く
す
る
た
め
の
改
變
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
り
㉙

、

語
ら
れ
て
い
た
當
時
の
姿
が
ど
こ
ま
で
テ
キ
ス
ト
に
殘
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
點

に
疑
問
が
殘
る
。

　

知
識
人
が
俗
の
世
界
に
目
を
向
け
始
め
た
の
は
元
代
以
降
で
あ
る
が
、
純
粹
な

通
俗
歌
謠
が
積
極
的
に
摸
倣
、
採
集
さ
れ
る
の
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
遲
く
、
明
代

二
一
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詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

後
期
の
李
開
先
『
市
井
艷
詞
』
や
馮
夢
龍
『
山
歌
』
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
詞
に
關
し
て
は
嘉
靖
期
ご
ろ
か
ら
選
集
の
刊
行
量
が
増
加
し
、
關
心
の
高
ま

り
が
う
か
が
わ
れ
る
。し
か
し
宋
末
元
初
に
民
間
で
歌
わ
れ
て
い
た
詞
の
樂
曲
は
、

ふ
た
た
び
知
識
人
の
目
に
と
ま
っ
た
時
に
は
姿
を
變
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

雅
詞
以
外
の
詞
は
文
人
の
定
義
し
た
詞
の
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
と

い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
存
在
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
民
間
で
歌
わ
れ
た
そ
の

樂
曲
は
藝
能
の
中
に
も
取
り
込
ま
れ
、
先
述
の
賺
詞
の
ほ
か
、
諸
宮
調
や
南
北
曲

に
代
表
さ
れ
る
曲
の
世
界
へ
と
融
合
し
て
い
っ
た
。

　

だ
が
、
藝
能
に
編
入
さ
れ
た
詞
の
樂
曲
は
、「
宋
人
の
詞
で
あ
る
が
俗
謠
を
加

え
て
い
て
宮
調
に
合
わ
な
い
㉚

」
な
ど
と
し
て
、
嘉
靖
期
以
降
ま
た
も
批
判
の
對

象
と
な
る
。
詞
樂
が
ほ
と
ん
ど
傳
承
を
斷
と
う
と
し
て
い
た
こ
の
時
期
に
㉛

、
な

ぜ
宮
調
を
問
題
に
し
た
批
判
が
な
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
當
時
の
詞
に
對
す
る

見
解
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

詞
の
格
律
は
明
代
に
入
っ
て
詞
譜
、
と
く
に
詞
章
の
格
律
を
圖
示
し
た
聲
調
譜

に
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
。た
だ
し
詞
譜
の
格
律
は
實
際
の
樂
曲
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

詞
の
作
例
か
ら
歸
納
的
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
最
古
の
詞
譜

と
い
わ
れ
る
周
瑛
撰
『
詞
學
筌
蹄
』（
弘
治
七
年
序
）
は
、
す
べ
て
の
作
例
を
詞

選
集
『
草
堂
詩
餘
』（
分
類
編
次
本
）
に
頼
っ
た
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
が
㉜

、
そ

の
後
明
清
を
通
じ
て
格
律
の
校
訂
は
精
度
を
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

し
か
し
、
作
例
と
な
る
詞
は
文
字
の
形
で
殘
存
す
る
も
の
に
偏
っ
て
お
り
、
民

間
で
歌
わ
れ
る
樂
曲
は
詞
譜
に
反
映
さ
れ
る
機
會
を
得
な
か
っ
た
。
詞
譜
の
校
訂

が
進
む
ほ
ど
に
、
俗
な
る
詞
と
の
格
律
の
齟
齬
は
目
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
實
際
に
歌
わ
れ
る
詞
は
理
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
樂
曲
を
典
範
と
し
て
緩
や

か
に
作
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

詞
譜
に
よ
っ
て
格
律
が
固
定
さ
れ
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
詞
と
い
う
も
の
の

輪
郭
も
ま
た
新
た
に
縁
取
ら
れ
た
。
同
時
に
、
民
間
の
樂
曲
は
輪
郭
の
外
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
宋
末
元
初
の
詞
論
に
見
ら
れ
た
不
寛
容
の
構

造
、
す
な
わ
ち
樂
曲
譜
や
理
論
化
さ
れ
た
音
律
に
あ
わ
な
い
詞
の
排
除
と
も
近
似

し
て
い
る
。

　

詞
譜
や
選
集
に
加
え
、
詞
論
書
の
刊
行
も
時
期
を
同
じ
く
し
て
活
發
化
し
て
い

る
。
本
稿
で
も
引
用
し
た
沈
義
父
の
詞
論
『
樂
府
指
迷
』
は
、
陳
耀
文
の
撰
に
よ

る
詞
選
集
『
花
草

編
』（
萬
暦
十
一
年
自
序
㉝

）
の
卷
頭
に
付
さ
れ
て
流
布
し
た
。

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
見
え
る
。

　
　
　

古
曲
譜
多
有
異
同
、
至
一
腔
有
兩
三
字
多
少
者
、
或
句
法
長
短
不
等
者
、

　
　

盖
被
敎
師
改
換
。
亦
有

唱
一
家
、
多
添
了
字
。
吾
輩
只
當
以
古
雅
爲
首
、

　
　

如
有

唱
之
腔
不
必
作
。
且
必
以
清
眞
及
諸
家
目
前
好
腔
爲
先
可
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沈
義
父
『
樂
府
指
迷
』「
腔
以
古
雅
爲
主
」）

　
　
　

古
い
樂
譜
に
は
多
く
の
異
同
が
あ
る
が
、
一
つ
の
ふ
し
に
二
三
字
の
多
少

　
　

の
あ
る
も
の
や
、
ま
た
句
法
の
長
短
が
等
し
く
な
い
も
の
は
、
お
そ
ら
く
教

　
　

師
に
書
き
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

唱
の
一
派
は
多
く
は
文
字

　
　

を
付
け
加
え
て
い
る
。我
々
は
た
だ
古
雅
だ
け
を
最
上
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

　
　

唱
の
う
た
の
ご
と
き
を
作
る
必
要
は
な
い
。
必
ず
清
眞
（
周
邦
彦
）
や
諸

　
　

家
の
目
前
の
す
ば
ら
し
い
ふ
し
を
第
一
義
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
藝
能
の
一
種
、

唱
㉞

に
増
字
の
あ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
、
周
邦

二
一
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彦
ら
文
人
諸
家
の
詞
が
正
當
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
價
値
觀
に
貫
か
れ
た
詞

論
が
明
代
後
期
の
詞
選
集
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
樂
府
指
迷
』
を
收
め
る
『
花
草

編
』
は
、
嘉
靖
期
に
考
案
さ
れ
た
新
た
な

編
次
樣
式
、
分
調
編
次
㉟

を
採
用
す
る
。
編
次
の
基
準
を
詞
牌
に
お
き
、
同
じ
詞

牌
に
屬
す
る
作
品
を
列
擧
す
る
分
調
編
次
詞
選
集
は
、
各
詞
牌
の
作
例
集
や
廣
義

の
詞
譜
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
㊱

。
詞
譜
は
作
詞
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
あ
り
、『
樂
府
指
迷
』
も
ま
た
書
名
の
表
す
と
お
り
一
種
の
指
南
書
と
見
な
し

う
る
。
そ
の
合
綴
に
は
、
詞
の
性
質
と
規
範
と
を
、
理
論
と
實
例
の
兩
面
か
ら
提

示
す
る
意
圖
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

文
學
表
現
論
を
展
開
す
る
張
炎
『
詞
源
』
の
下
卷
部
分
も
ま
た
、
明
代
に
『
樂

府
指
迷
』
の
名
で
陳
繼
儒
『
寶
顏
堂
祕
笈
續
函
』
に
掲
載
さ
れ
て
以
來
、
複
數
の

明
刊
本
が
確
認
さ
れ
、廣
く
歌
曲
の
理
論
書
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
㊲

。『
詞
源
』

下
卷
や
『
樂
府
指
迷
』
を
は
じ
め
、
文
人
の
詞
論
に
あ
ら
わ
れ
る
價
値
觀
は
刊
行

を
通
し
て
浸
透
し
、
そ
の
ま
ま
明
人
詞
觀
の
裏
付
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

明
代
は
士
大
夫
や
文
人
を
含
む
知
識
人
全
體
の
關
心
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
民

間
へ
と
傾
い
た
時
代
と
い
わ
れ
る
。
元
の
支
配
下
で
搖
ら
ぎ
始
め
た
雅
俗
の
見
に

取
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
、新
た
な
指
標
「
眞
」
と
「
假
」
で
あ
っ
た
㊳

。
學
問
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
知
識
や
美
辭
麗
句
を
連
ね
た
詩
文
な
ど
は
「
假
」
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
、
反
對
に
重
ん
じ
ら
れ
た
の
が
、
飾
ら
な
い
言
葉
に
宿
る
人
間
の
本
質
「
眞
」

で
あ
る
。

　

復
古
派
の
李
夢
陽
の
言
葉
「
眞
詩
は
乃
ち
民
間
に
在
り
㊴

」
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
ご
と
く
、
知
識
人
階
級
が
眞
の
在
處
と
考
え
た
の
は
民
間
、
す
な
わ
ち
か
つ

て
文
人
が
遠
ざ
け
た
俗
の
世
界
で
あ
っ
た
。
排
斥
さ
れ
て
き
た
小
説
や
戲
曲
、
俗

謠
な
ど
が
知
識
人
階
級
に
よ
っ
て
發
見
さ
れ
、
白
話
文
藝
は
文
學
の
表
舞
臺
に
あ

ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
價
値
基
準
の
轉
換
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詞
の
定

義
に
關
し
て
は
宋
代
文
人
の
雅
詞
を
重
ん
じ
る
價
値
觀
が
繼
承
さ
れ
、
ふ
た
た
び

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
當

時
、
民
間
の
詞
は
文
人
の
詞
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
格
律
と
も
齟
齬
を
き
た
し
て

い
た
。
形
式
上
の
差
が
存
在
す
る
以
上
、
こ
の
二
つ
を
完
全
に
同
一
視
す
る
こ
と

は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

結
果
と
し
て
、
兩
者
は
別
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
る
。
民
間
で
歌
わ

れ
る
う
た
は
新
た
な
價
値
基
準
に
よ
っ
て
評
價
さ
れ
、
研
究
や
收
集
の
對
象
と

な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
に
融
合
し
て
い
た
か
つ
て
の
詞
は
、「
詞
」
と
は
異
な

る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
い
ち
ど
詞
の
範
疇
か
ら
除
外
さ
れ
た
民
間
の
詞
は
、

ふ
た
た
び
と
も
と
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

民
間
の
詞
は
雅
詞
を
重
ん
じ
る
文
人
の
視
線
の
外
で
も
變
わ
ら
ず
營
爲
を
つ
づ

け
て
い
た
。
詞
の
定
義
か
ら
外
れ
た
一
部
の
樂
曲
に
は
や
が
て
藝
能
に
取
り
込
ま

れ
る
も
の
も
現
れ
、
藝
能
の
形
式
に
あ
わ
せ
て
姿
を
變
化
さ
せ
て
い
っ
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
規
範
に
合
わ
な
い
と
し
て
文
人
た
ち
に
遠
ざ
け
ら
れ
た
そ
の
變

化
を
、
詞
の
衰
退
や
樂
曲
の
滅
亡
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
確
か
に
で
き
よ
う
。
だ

が
、
こ
う
し
た
柔
軟
性
こ
そ
が
う
た
と
い
う
も
の
の
生
命
力
の
強
さ
で
は
な
い
だ

二
一
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詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

ろ
う
か
。

　

聽
く
人
に
あ
わ
せ
て
旋
律
を
變
え
言
葉
を
變
え
、
な
お
歌
い
繼
が
れ
る
民
間
の

う
た
に
、
明
代
後
期
の
知
識
人
た
ち
は
人
間
の
變
わ
ら
な
い
本
質
、「
眞
」
を
求

め
た
。
李
開
先
や
馮
夢
龍
の
行
っ
た
俗
謠
の
模
倣
、
收
集
は
そ
の
顯
著
な
例
で
あ

る
。
市
井
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
う
た
は
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
眞
假
と
い
う
新
た

な
基
準
に
よ
っ
て
評
價
さ
れ
、
記
錄
さ
れ
る
機
會
を
得
た
。
た
だ
し
俗
謠
や
藝
能

の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
か
つ
て
の
詞
の
姿
は
、
既
定
さ
れ
る
詞
と
の
間
に
差
異
が
あ

り
、
や
は
り
兩
者
は
形
式
上
區
別
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
詞
と
い
う
韻
文
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ン
ル
意
識
や
記
述
の
偏
り
を
い
ま

一
度
明
ら
か
に
し
、
記
錄
者
の
大
半
を
占
め
る
文
人
の
觀
測
範
圍
外
に
お
け
る
受

容
状
況
の
抽
出
を
試
み
た
。
文
獻
に
殘
ら
な
か
っ
た
民
間
の
詞
を
論
じ
る
に
あ
た

り
、
こ
の
作
業
は
前
提
と
し
て
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
る
。
人
々
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
た
詞
の
樂
曲
は
別
種
藝
能
の
中
に
ど
の
よ
う
に
融
合
し
、
そ
の
歌
辭
は

明
代
、「
眞
」
へ
の
關
心
の
高
ま
り
の
中
で
い
か
に
し
て
文
學
の
中
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
の
か
。
具
體
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し

た
い
。

①　

萩
原
正
樹
「
元
代
に
お
け
る
詞
の
歌
唱
に
つ
い
て
」（『
學
林
』
第
二
十
號

一
九
九
四
年
二
月
）・「
元
代
中
後
期
の
詞
牌
と
詞
體
」（『
學
林
』
第
二
十
三
號

一
九
九
五
年
七
月
）、
中
原
健
二
『
宋
詞
と
言
葉
』（
汲
古
書
院
二
〇
〇
九
年
）

第
三
部
第
一
章
「
元
代
江
南
に
お
け
る
詞
樂
の
傳
承
」。

②　

村
上
哲
見
『
中
國
文
人
論
』（
汲
古
書
院
一
九
九
四
年
）「
雅
俗
考
」。

③　

村
上
哲
見
『
宋
詞
研
究 

南
宋
篇
』（
創
文
社
二
〇
〇
六
年
）
附
論
二
（
一
）「
は

じ
め
に―

雅
詞
と
俗
詞
」。

④　

葉
夢
得
『
避
暑
録
話
』（
四
庫
全
書
本
）
卷
下
「
嘗
見
一
西
夏
歸
明
官
云
、

凡
有
井
水
處
卽
能
歌
柳
詞
、
言
其
傳
之
廣
也
」。

⑤　

唐
圭
璋
編
『
詞
話
叢
編
』（
中
華
書
局
一
九
八
六
年
）
第
一
册
。

⑥　

石
君
寶
『
曲
江
池
』（
楊
家
駱
編
『
全
元
雜
劇
初
編
』〔
世
界
書
局
一
九
八
五

年
〕
第
一
册
收
顧
曲
齋
本
）
第
三
折
【
滿
庭
芳
】「（
旦
唱
）
罷
波
、
娘
也
實
拿

住
風
月
所
和
奸
的
罪
名
、
檢
着
這
樂
章
集
依
法
施
行
、
便
着
大
枷
帶
長
釘
定
」。

⑦　

呉
則
虞
校
輯
『
山
中
白
雲
詞
』（
中
華
書
局
一
九
八
三
年
）
序
言
。

⑧　

張
炎『
詞
源
』（『
詞
話
叢
編
』第
一
册
所
収
排
印
本
）卷
下「
音
譜
」「
先
人（
張

樞
）
曉
暢
音
律
、
有
寄
間
集
、
旁
綴
音
譜
、
刊
行
於
世
。
毎
作
一
詞
、
必
使
歌

者
按
之
、
稍
有
不
協
、
隨
卽
改
正
」。

⑨　

詞
源
研
究
會
編
著
『
宋
代
の
詞
論―

張
炎
『
詞
源
』―

』（
中
國
書
店

二
〇
〇
四
年
）
解
題
二
「『
詞
源
』
に
つ
い
て
」。

⑩　
『
詞
源
』
本
文
は
『
詞
話
叢
編
』
第
一
册
所
收
の
排
印
本
に
依

す
る
。

⑪　

胡
仔『
苕
溪
漁
隱
叢
話
』（
四
庫
全
書
本
）後
集
卷
三
十
三「
始
有
柳
屯
田
永
者
、

變
舊
聲
作
新
聲
、
出
樂
章
集
、
大
得
聲
稱
于
世
、
雖
協
音
律
、
而
詞
語
塵
下
」。

⑫　

中
田
勇
次
郎
氏
『
讀
詞
叢
考
』（
創
文
社
一
九
九
八
年
）
第
Ⅱ
部
三
の
二
「
分

類
編
次
本
」
に
詳
し
い
。
同
論
で
は
、
陳
元
龍
注
『
片
玉
集
』
が
詞
、
詞
注
と

も
に
洪
武
本
『
草
堂
詩
餘
』（
元
の
至
正
刊
本
を
洪
武
年
間
に
覆
刻
し
、
民
國

の
と
き
再
刻
さ
れ
た
も
の
。
分
類
編
次
形
式
を
と
る
）
に
非
常
に
多
く
取
り
入

れ
ら
れ
體
例
も
模
倣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
間
に
流
布
し
た
同
書
の
成
立

に
大
き
く
影
響
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

二
一
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京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

⑬　

前
出
村
上
氏「
周
美
成
詞
論
」第
二
節「
南
宋
に
お
け
る
周
美
成
詞
の
流
行
」。

前
者
に
關
し
て
は
樓
鑰
「
清
眞
先
生
文
集
序
」
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
呉
文
英

【
惜
黄
花
慢
】
詞
序
と
張
炎
【
意
難
忘
】
詞
序
、【
國
香
】
詞
序
を
例
示
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
後
者
三
例
の
詞
序
で
は
呉
文
英
や
張
炎
自
身
が
妓
女
や
樂
人
の
歌
唱

を
獻
じ
ら
れ
た
體
驗
を
つ
づ
り
、
特
に
【
國
香
】
詞
序
の
場
合
、
南
方
出
身
の

妓
女
が
元
の
首
都
大
都
で
周
詞
を
歌
っ
た
と
い
う
や
や
特
殊
な
状
況
を
記
す
點

に
は
注
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
三
例
は
い
ず
れ
も
雅
詞
を
た
し
な
む
文

人
が
歌
唱
の
享
受
者
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
民
間
の
状
況
と
同
一

視
す
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

⑭　
『
樂
府
指
迷
』
本
文
は
『
詞
話
叢
編
』
第
一
册
所
收
の
排
印
本
に
依

す
る
。

⑮　
『
樂
府
指
迷
』「
論
作
詞
之
法
」「
壬
寅
秋
、
始
識
靜
翁
於
澤
濱
、
癸
卯
、
識

夢
窗
。
暇
日
相
與
倡
酬
、
率
多
塡
詞
、
因
講
論
作
詞
之
法
」。
夢
窗
は
呉
文
英

の
號
。
靜
翁
は
朱
孝
臧
『
夢
窗
詞
集
小
箋
』（
叢
書
集
成
續
編
收
四
明
叢
書
本
）

【
解
語
花
】「
處
靜
」條
に
翁
元
龍
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
周
密『
絶
妙
好
詞
箋
』（
四

庫
全
書
本
）
に
「
元
龍
、
字
時
可
、
號
處
靜
」
と
あ
る
。
翁
氏
の
出
で
あ
る
呉

文
英
が
呉
姓
を
名
乘
る
き
っ
か
け
に
は
諸
説
あ
り
、
③
前
掲
書
第
四
章
「
呉
夢

窗
詞
論
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

⑯　
『
詞
源
』
上
卷
は
清
代
に
入
っ
て
公
刊
さ
れ
、音
樂
研
究
の
基
礎
資
料
と
な
っ

て
い
る
。
⑨
前
掲
書
解
題
三
「
後
世
の
『
詞
源
』
受
容
」
参
照
。

⑰　

③
前
掲
書
第
一
章
第
三
節
「
典
雅
派
、
文
人
の
詞
」。

⑱　

施
蟄
存『
詞
學
名
詞
釋
義
』（
中
華
書
局
一
九
八
八
年
）二
十
一「
填
腔
・
填
詞
」。

⑲　
『
詞
源
』
卷
下
「
音
譜
」
條
に
は
「
當
以
可
歌
者
爲
工
、
雖
有
小
疵
、
亦
庶

幾
耳（
歌
え
る
も
の
こ
そ
優
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
り
、多
少
の
缺
點
が
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
だ
）」
と
も
述
べ
ら
れ
、
張
炎
は
あ

る
程
度
柔
軟
な
詞
作
を
認
め
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

⑳　

前
出
村
上
氏
「
周
美
成
詞
論
」
第
四
節
「
周
美
成
詞
の
特
色 

そ
の
一
（
格
律
、

修
辭
）」。

㉑　

⑱
前
掲
書
二
「
雅
詞
」。

㉒　

㉑
に
同
じ
。

㉓　

⑦
前
掲
書
參
考
資
料
輯
二
「
序
録
」
所
收
。
⑨
前
掲
書
『
宋
代
の
詞
論―

張

炎
『
詞
源
』―

』
二
七
七
頁
注
六
に
指
摘
が
あ
る
。

㉔　

⑫
前
掲
書
同
章
に
、『
草
堂
詩
餘
』
所
收
作
品
の
字
句
が
平
俗
に
改
め
ら
れ

て
い
る
の
は
歌
唱
に
利
す
る
た
め
で
あ
る
と
の
清
・
宋
翔
鳳
『
樂
府
餘
論
』
の

説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。『
樂
府
餘
論
』（『
詞
話
叢
編
』
第
三
册
所
收
排
印
本
）

の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。「
草
堂
一
集
、
蓋
以
徴
歌
而
設
、
故
別
題
春
景
、

夏
景
等
名
、
使
隨
時
即
景
、
歌
以
娯
客
。
題
吉
席
慶
壽
、
更
是
此
意
。
其
中
詞

語
、
間
與
集
本
不
同
。
其
不
同
者
、
恆
平
俗
、
亦
以
便
歌
。
以
文
人
觀
之
、
適

當
一
笑
、
而
當
時
歌
伎
、
則
必
需
此
也
」（「
論
令
引
近
慢
」）。

㉕　

呉
自
牧
『
夢
粱
録
』（
四
庫
全
書
本
）
卷
二
十
「
妓
樂
」「
唱
賺
在
京
時
、
只

有
纏
令
、
纏
達
。
有
引
子
、
尾
聲
爲
纏
令
、
引
子
後
只
有
兩
腔
迎
互
、
循
環
間

有
纏
達
」。「
引
子
」
は
組
曲
の
最
初
の
曲
、「
尾
聲
」
は
組
曲
の
最
後
の
曲
の
意
。

賺
詞
は
後
の
諸
宮
調
や
南
北
曲
に
用
い
ら
れ
る
組
曲
形
式
「
套
數
」
の
起
源
と

も
い
わ
れ
る（
周
貽
白『
中
國
戲
劇
史
長
編
』〔
人
民
文
學
出
版
社
一
九
六
〇
年
〕

第
二
章
第
七
節
「
諸
宮
調
與
唱
賺
」）。

㉖　

小
松
謙
『
中
國
古
典
演
劇
研
究
』（
汲
古
書
院
二
〇
〇
一
年
）
Ⅰ
第
一
章
「
元

雜
劇
作
者
考
」。

二
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詞
の
歌
唱
を
め
ぐ
る
記
錄
の
檢
討

㉗　

㉖
に
同
じ
。

㉘　

③
に
同
じ
。

㉙　

小
松
謙
『「
現
實
」
の
浮
上―

「
せ
り
ふ
」
と
「
描
寫
」
の
中
國
文
學
史
』（
汲

古
書
院
二
〇
〇
七
年
）
第
七
章
の
五
「
白
話
文
の
確
立―

『
水
滸
傳
』」。

㉚　

徐
渭
『
南
詞
敍
録
』（
中
國
戲
曲
研
究
院
編
校
『
中
國
古
典
戲
曲
論
著
集
成
』

中
國
戲
劇
出
版
社
一
九
五
九
年
〕
第
三
册
所
収
排
印
本
）「
其
曲
、
則
宋
人
詞

而
益
以
里
巷
歌
謠
、
不
叶
宮
調
、
故
士
夫
罕
有
留
意
者
」。

㉛　

萬
暦
年
間
の
兪
彦
『
爰
園
詞
話
』
に
詞
と
音
樂
と
の
斷
絶
を
示
す
記
述
が
見

ら
れ
る
こ
と
が
、①
前
掲
萩
原
氏
論
文
「
元
代
に
お
け
る
詞
の
歌
唱
に
つ
い
て
」

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㉜　

張
仲
謀
（
萩
原
正
樹
譯
）「『
詞
學
筌
蹄
』
考
論
」（『
風
絮
』
第
六
號

二
〇
一
〇
年
三
月
）。

㉝　
『
花
草

編
』
刊
本
序
文
の
用
字
に
は
天
啓
年
間
に
特
有
の
避
諱
が
認
め
ら

れ
、
實
際
の
刊
行
年
代
は
序
文
の
書
か
れ
た
時
期
よ
り
や
や
遲
れ
る
可
能
性
が

疑
わ
れ
る
。
天
啓
年
間
の
避
諱
に
つ
い
て
は
小
松
謙
氏
「『
平
妖
傳
』
成
立
考
」

（
松
村
昴
編
著
『
明
人
と
そ
の
文
學
』〔
汲
古
書
院
二
〇
〇
九
年
〕
所
收
）
に
指

摘
が
あ
る
。

㉞　
『
都
城
紀
勝
』（
四
庫
全
書
本
）「
瓦
舍
衆
伎
」「

唱
謂
上
鼓
面
唱
令
曲
小
詞
、

驅
駕
虛
聲
、
縱
弄
宮
調
、
與
叫
果
子
、
唱
耍
曲
兒
爲
一
體
」。

㉟　

分
調
編
次
詞
選
集
の
現
存
す
る
最
も
早
い
も
の
と
し
て
は
、武
陵
逸
史
編『
類

編
草
堂
詩
餘
』（
嘉
靖
二
十
九
年
序
）
が
考
え
ら
れ
る
。

㊱　

拙
稿「『
花
草
新
編
』に
見
る
分
調
編
次
詞
選
集
の
意
義
」（『
和
漢
語
文
研
究
』

第
十
五
號
二
〇
一
七
年
一
一
月
）。

㊲　

⑨
前
掲
書
解
題
四
「『
詞
源
』
の
テ
キ
ス
ト
」。

㊳　

明
代
後
期
に
お
け
る
「
眞
」
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
大
木
康
氏
の
詳
論
『
馮

夢
龍
『
山
歌
』
の
研
究―

中
國
明
代
の
通
俗
歌
謠
』（
勁
草
書
房
二
〇
〇
三
年
）

終
章
第
二
節
「『
山
歌
』
の
文
學―

「
眞
」
を
め
ぐ
っ
て
」
を
参
照
し
た
。

㊴　
『
空
同
先
生
集
』
卷
五
十
「
詩
集
自
序
」。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
八
年
十
月
一
日
受
理
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ふ
じ
た　

ゆ
う
こ　

京
都
府
立
大
学
非
常
勤
講
師
）

二
一
五
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