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第
五
十
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美
と
し
て
の
楽

へ

-

｢文
賦
｣
に
お
け
る
音
-

木

津

祐

子

同

志
社
女
子

大
草

緒

論

文
に
お
け
る

｢音
楽
性
｣
､
つ
ま
-
聾
律
は
､
賓
梁
の
間
､
沈
約
ら

に
よ
っ
て
根
本
的
に
整
備
さ
れ
､
洗
練
さ
れ
､
そ
し
て
玄
妙
な
領
域

を
構
築
し
始
め
る
｡
し
か
し
､
彼
ら
に
先
立
つ
こ
と
二
百
年
'
陸
機

の

｢文
賦
｣
が
､
文
章
修
辞
と
し
て
の
語
音
の
美
-

音
楽
性
-

に
始
め
て
言
及
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
従
来
､
そ
の
聾
律

へ
の
椙

み
込
み
の
未
熟
さ
を
時
代
的
な
限
界
と
考
え
､
沈
約
ら
に
よ
っ
て
高

度
に
理
論
化
さ
れ
る
ま
で
の
過
渡
的
段
階
と
捉
え
た
上
で
､
聾
律
論

と
し
て
の
噸
矢
と
い
う
地
位
を
興
え
る
こ
と
が
常
で
あ

っ
た
｡
そ
れ

は
､
現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
､
書
架
こ
そ
が
聾
律
に
最
も
近
-
､

文
章
に
お
け
る
そ
れ
を
論
ず
る
の
に
最
適
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
に
過

ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
古
代
の
柴
論
で
は
'
音
楽
は
滞
日
の
意
味
鮭
系

の
世
界
に
あ
-
､
そ
の
旋
律
や
音
色
の
美
醜
が
､
そ
れ
自
腹
猫
立
し

た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
稀
で
あ

っ
た
｡
つ
ま
-
､

普
禁
の

｢美
｣
が
聾
律
に
麿
用
さ
れ
る
ま
で
に
は
､
文
人
の
撃
律

へ

の
目
覚
め
は
も
と
よ
-
､
音
楽
自
腹
の
性
格
､
そ
し
て

｢実
｣
へ

の

認
識
そ
の
も
の
の
襲
容
な
ど
､
ま
だ
幾
多
の
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
ハ

ー

ド

ル

が

あ

っ

た

｡
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
文
学
に
お
け
る
語
音

｢美
｣
を

表
現
す
る
た
め
に

｢柴
｣
を
用
い
得
た

｢文
賦
｣
の
意
義

は
､
極
め
て
大
き
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

①

｢興
於
詩
､
立
於
薩
､
成
於
柴

｣

と
解
さ
れ
る
ご
と
-
､
｢詩

･

薩

･
柴
｣
の
三
者
は
､
人
が
人
と
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
最
も
基
本

的
な
教
養
で
あ
-
､

ま
た
'

｢温
柔
敦
厚
｣
｢恭
倹
荘
敬
｣
｢虞
博
易

②

艮
｣
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に

､

内
に
そ
な
え
る
べ
き
徳
と
緊
密
に
結

び
つ
い
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
儒
教
が
国
教
の
地
位
を
獲
得
す
る
に
と

も
な
い
､
そ
れ
は
国
家
の
徳
を
鮭
現
す
る
も
の
と
し
て
制
度
化
さ
れ

る
｡
し
か
し
､
貌
晋
以
降
､
王
朝
の
交
代
が
繰
-
返
さ
れ
､
儒
学
の

一
極
支
配
が
崩
れ
て
ゆ
-
中
'
経
の
基
本
的
な
学
問
で
あ

っ
た
｢詩
･

薩

･
契
｣
の
あ
-
よ
う
に
も
､
襲
化
が
訪
れ
る
｡
そ
れ
ら
は
六
朝
貴
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族
の
精
砕
生
活
の
中
で
､

相
互
に
か
か
わ
-
あ
い
な
が
ら
'
襲
容
し

て
い
っ
た
｡

｢詩
｣
の
一
側
面
で
あ
っ
た
文
章
創
作
が
突
出
し
'
五

言
詩
そ
し
て
華
麗
な
美
文
へ
と
様
式
が
移
ろ
い
､
経
の
中
で

｢薩
｣

撃
の
み
が
崎
形
的
に
も
て
は
や
さ
れ
､
儀
注
の
編
纂
や
作
法
の
取
り

決
め
が
細
分
化
し
､
さ
ら
に
個
人
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
士
大
夫
の

関
心
が
集
中
し
て
い
-
な
ど
､
襲
貌
は
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
現
わ
れ

る
｡
も
ち
ろ
ん

｢禁
｣
は
､
無
形
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
そ
の

襲
容
の
跡
を
辿
る
こ
と
は
か
な
-
難
し
い
の
だ
が
､
魂
晋
以
降
の
士

大
夫
の
意
識
に
投
影
さ
れ
た

｢柴
｣
の
軌
跡
'
つ
ま
り
様
々
な

｢禁
｣

論
か
ら
､
そ
の
大
ま
か
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
摘
む
こ
と
は
不
可
能
で

は
な
い
｡

｢詩

･
穫

･
契
｣
は

｢徳
｣
の
象
徴
で
あ
っ
た
｡
ま
ず

｢徳
｣
が

あ
-
､
そ
れ
が
溢
れ
出
て
形
を
取
っ
た
も
の
が

｢詩

･
薩

･
柴
｣
で

あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
れ
ら
三
者
を
統
べ
て
い
た

｢徳
｣
の
位
置
が

｢美
｣
に
よ
っ
て
浸
蝕
さ
れ
､
や
が
て

｢美
｣
が
至
上
の
も
の
と
し

て
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
と
と
も
に
､

｢詩

･
薩

･
禦
｣
は
も
は
や

｢徳
｣
に
封
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
徒
展
的
な
地
位
を
脱
し
､

そ
れ
日
経
が
主
性
的
に

｢美
｣
を
表
現
す
る
存
在

へ
と
襲
貌
を
遂
げ

美
と
し
て
の
禁
へ
(木
浄
)

る
の
で
あ
る
｡
｢文
賦
｣
に
お
い
て
修
辞
と
し
て
の
書
架
性
を

｢禦
｣

を
用
い
て
表
現
し
た
陸
機
の
作
品
に
は
､
そ
の
韓
折
の
軌
跡
が
見
て

取
れ
'
そ
こ
に
は
'

｢美
｣
に
封
す
る
債
値
意
識
の
襲
化
が
深
-
介

在
し
て
い
る
こ
と
を
､
文
論
と
楽
論
と
の
接
衝
を
軸
に
考
え
て
い
き

た
い
｡

一

｢徳
｣
の
象
徴
と
し
て
の

｢柴
｣

｢音
｣
や

｢聾
｣
は

｢禦
｣
を
構
成
す
る
基
本
要
素
で
あ
-
､
人

の
心
の
動
き
に
従
っ
て
自
然
襲
露
的
に
湧
き
起
こ
る
､
と
い
う
考
え

③

方
は
､
古
来
よ
-

｢柴
｣
に
ま
つ
わ
る
大
前
提
で
あ
っ
た

｡

『論
語
』

や

『有
子
』
禦
論
'
『詩
』
大
序
､
す
べ
て
こ
の
思
想
を
述
べ
て
､
些

か
も
逸
れ
る
こ
と
は
な
い
.
ま
ず
､
『
蔭
記
』
禦
記
に
お
け
る

｢普

｣

｢聾
｣

｢禁
｣
の
概
念
規
定
を
見
て
お
こ
う
｡
柴
本
篇
の
冒
頭
に
､

次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
の
が
'
す
べ
て
の
栗
論
に
通
ず
る
基
本
理

念
で
あ
る
｡

凡
音
之
起
'
由
人
心
生
也
｡
人
心
之
動
'
物
使
之
然
也
｡
感
於

物
而
動
､
故
形
於
聾
｡
整
相
鷹
､
放
生
襲
｡
奨
成
方
､
謂
之
音
｡

比
普
而
禁
之
､
及
干
戚
羽
施
､
謂
之
柴
｡
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凡
そ
音
の
起
こ
る
は
人
心
よ
-
生
ず
る
な
-
｡
人
心
の
動
-
は

あ
ら

物
の
然
ら
し
む
る
な
-
｡
物
に
感
じ
て
動
-
'
故
に
聾
に

形

わ

る
｡
聾
相
い
慮
ず
､
故
に
愛
を
生
ず
｡
饗
は
方
を
成
す
､
之
を

音
と
謂
う
｡
音
を
比
べ
て
之
を
禁
と
L
t
干
戚
羽
族
に
及
ぶ
､

こ
れ
を
栗
と
謂
う
｡

凡
普
者
､
生
人
心
者
也
o
情
動
子
中
､
故
形
干
聾
O
聾
成
文
､

謂
之
音
｡
是
故
治
世
之
普
安
以
禁
､
其
政
和
｡
乱
世
之
普
怨
以

怒
､
其
政
燕
｡
亡
国
之
音
哀
以
思
､
其
民
困
｡
撃
音
之
遺
､
興

政
通
臭
｡

凡
そ
音
は
､
人
心
に
生
ず
る
も
の
な
-
｡
情
は
中
に
動
-
､
故

に
聾
に
形
わ
る
｡
聾
は
文
を
成
す
､
之
を
音
と
謂
う
｡
是
の
故

に
治
世
の
音
は
安
ら
か
に
し
て
以
て
禦
し
､
其
の
政
和
す
れ
ば

な
-
｡
乱
世
の
昔
は
怨
み
て
以
て
怒
る
､
其
の
政
轟
け
ば
な
-
｡

う
れ

く
る

亡
国
の
音
は
哀
し
み
て
以
て

思

う

､
其
の
民

困

し

め
ば
な
-
｡

聾
昔
の
道
は
政
と
通
ず
｡

人
の
心
の
動
き
が
表
に
現
れ
た
の
が

｢聾
｣
､
そ
れ
が
呼
厳
し
あ

い
法
則
性
が
興
え
ら
れ
る
と

｢普
｣
､
さ
ら
に
そ
れ
が
組
み
合
わ
さ

れ
れ
ば

｢栗
｣
と
な
る
｡
｢栗
｣
は
感
情
の
動
き
が
基
本
と
な
る
の
で
､

楽
し
い
時
に
は
栗
し
げ
に
､
哀
し
い
時
に
は
哀
し
げ
に
醤
-
も
の
｡

そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
､
国
情
の
起
伏
も

｢栗
｣
の
音
色
に
反
映
さ

れ
る
は
ず
｡

こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
で
'

｢是
政
治
世
之
音
安
以

楽
､
其
政
和
｣
以
下
の
､
｢楽
｣
を
国
家
の
治
乱
に
必
然
づ
け
､
徳

化
の
象
徴
と
見
な
す
重
要
な
テ
ー
ゼ
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ

は
､
｢栗
記
｣
禦
施
筋
に
､
よ
-
明
確
に
定
義
さ
れ
る
｡

聖
者
所
以
象
徳
也
｡
薩
者
所
以
綴
淫
也
｡
･-
-
楽
也
者
､
聖
人

之
所
柴
也
､
而
可
以
善
民
心
｡
共
感
人
深
､
其
移
風
易
俗
｡
故

先
王
著
其
教
蔦
o

_
):,
)

楽
は
徳
を
象
る
所
以
な
-
.
薩
は
淫
を

綴

む

る
所
以
な
-
0

-
-
栗
な
る
も
の
は
､
聖
人
の
楽
し
む
所
な
-
｡
而
し
て
以
て

民
心
を
善
-
す
べ
し
｡
其
の
人
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
深
-
､
其

れ
風
を
移
し
俗
を
易
う
｡
故
に
先
王
其
の
教
え
を
著
す
｡

こ
こ
に
見
ら
れ
る
､

｢禁
｣
は

｢徳
｣
の
象
徴
で
あ
-
､

か
つ
民

を
教
化
す
る
も
の
､
と
い
う
思
想
は
､
儒
教
の
中
核
を
な
す
理
念
と

結
び
つ
い
て
'
後
の
栗
論
に
緊
密
に
受
け
継
が
れ
て
い
-
｡
た
と
え

ば
､

『史
記
』
葉
書
は

｢正
教
者
皆
始
於
音
､
晋
正
而
行
正
｣
と
し

て
､
栗
の
教
化
を
述
べ
､
『
説
苑
』
修
文
篤
で
は
'
｢便
親
疏
貴
購
､
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長
幼
男
女
之
理
､
皆
形
見
於
禦
｣
と
､

｢柴
｣
に
あ
ら
ゆ
る
人
倫
秩

④

序
が
現
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

O

こ
の
よ
う
に
､
禁
論
に
お
け
る

｢撃
｣
や

｢音
｣
は
､

｢常
に
自
然
に
溢
れ
出
で
､
穏
や
か
に
調
和

し
､
徳
化
を
象
徴
す
る
も
の
｣
で
し
か
あ
-
得
な
い
L
t
｢音
楽
｣

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
詩
文
に
登
場
す
る
と
き
も
､
常
に
こ
の
テ
ー
ゼ

に
沿

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
と
ば
を
換
え
て
言
う
な
ら
､
栗
の
内

含
す
る
意
味
鮭
系
は
､
そ
れ
ほ
ど
に
も
厳
密
な
領
域
を
有
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
｡
｢聾
｣
と
い
い
｢膏
｣
と
い
い

｢契
｣
と
い
え
ば
､
そ

れ
だ
け
で
､
徳
化

･
治
乱

･
人
倫
秩
序
を
象
徴
す
る
標
識
で
あ

っ
て
､

他
の
も
の
の
比
職
と
は
な
-
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､

陸
椀
は

｢文
賦
｣
に
お
い
て
､
そ
の

｢音
｣
や

｢撃
｣
と
い
う
語
を

用

い
､

｢文
｣
の
修
節
を
論
じ
た
｡

上
記
の
よ
う
な

｢楽
｣

の
牢
固

な
意
味
満
城
を
了
解
し
て
い
た
は
ず
の
彼
が
､
そ
の
鮭
系
に
属
す
る

そ
れ
ら
の
概
念
を
文
学
論
に
結
び
つ
け
た
こ
と
は
､

一
鮭
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
も
そ
も
陸
機
の
作
品
に
は
､
頻
繁
に
書
架
が
登
場
す
る
｡
宴
席

や
宗
廟
で
演
奏
さ
れ
る
書
架
そ
の
も
の
を
詠
む
場
合
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
､
よ
-
際
だ
つ
の
は
､
園
の
治
乱
､
そ
し
て
人
倫
関
係
を
象
徴
す

美
と
し
て
の
禁
へ
(木
津
)

る
た
め
に
書
架
が
詠
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
｢七
徴
｣
｢弔

貌
武
帝
文
｣
な
ど
､
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
だ
が
､
中
で
も

｢演
連

珠
｣
五
十
首
は
､
｢契
｣
概
念
の
多
用
と
い
う
鮎
で
突
出
し
た
作
品
で

あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
天
鮭
､
自
然
現
象
､
禽
獣
､
地
理
な
ど
､
様
々

な
形
象
が
総
動
員
さ
れ
て
､
理
想
的
な
治
国
の
さ
ま
､
君
臣
関
係
､

人
材
登
用
の
方
法
が
論
じ
ら
れ
る
の
だ
が
､
こ
の
中
で

｢音
楽
｣
の

モ
チ
ー
フ
を
含
む
も
の
を
挙
げ
れ
ば
､

是
を
以
て
百
官
格
屈
し
､
以
て
八
音
の
離
に
赴
き
､
明
君
契
を

執
-
て
以
て
克
藷
の
骨
を
要
む

(第
一
百
)

是
を
以
て
充
堂
の
芳
し
さ
は
幽
蘭
の
難
ず
る
所
に
非
ず
､
続
梁

の
音
は
緊
紋
の
思
う
所
を
貴
た
す

(第
十
首
)

故
に
治
に
聞
き
者
は
､
唱
す
る
も
の
繁
-
と
も
自
ず
か
ら
和
す

る
も
の
寡
し

(第
四
十
一
百
)

⑤

等
々
､
全
二
十
首
に
わ
た
-
､
群
を
抜
い
て
多
い

｡

寛
の
と
こ
ろ
､
先
に
述
べ
た
と
お
-

｢書
架
｣
が

｢徳
｣
の
象
徴

と
し
て
作
品
に
登
場
す
る
こ
と
自
睦
は
古
-
か
ら
見
ら
れ
た
｡
も
ち

ろ
ん
陸
機
は
ど
多
彩
か
つ
華
麗
に
表
現
す
る
例
は
少
な
い
な
が
ら
も
､

班
固

｢答
賀
戯
｣
の

｢夫
秋
著
し
て
曲
に
投
じ
､
耳
を
感
ぜ
し
む
る
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の
撃
の
､

之
を
律
度
に
合
わ
す
れ
ば
､
達
雄
に
し
て
聴
-
べ
か
ら
ざ

る
者
は
､
覇
夏
の
栗
に
あ
ら
ざ
る
な
た

勢
い
に
田
-
蟹
に
合
し
､

よ
ろ

時
の

容

し

き
に
準

っ
も
､
風
移
-
俗
易
れ
ば
､
諦
逢
し
て
通
ず
べ
か

⑥

ら
ざ
る
者
は
､
君
子
の
法
に
あ
ら
ざ
る
な
-
｣
や
､
王
褒

｢四
子
講

徳
論
｣
の

｢
二
人
有
-
､
略
に
乗
-
て
歌
い
､
親
に
僑
-
て
之
を
聴

-
｡
詠
歌
は
雅
に
中
-
､
時
運
は
律
に
中
る
｡
嘩
綾
野
樺
に
し
て
､

⑦

曲
折
節
を
失
わ
ず

｣

な
ど
､
『
文
選
』

に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
限
っ

て
も
､
園
の
徳
化
や
君
臣
関
係
な
ど
を
言
う
た
め
に
音
実
を
も
ち
出

す
例
は
､
た
ち
ど
こ
ろ
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
ら
に
共

通
す
る
の
は
､
園
の
治
乱
､
秩
序
有
る
人
倫
を

｢禁
｣
が
象
徴
す
る

と
い
う
儒
教
の
俸
銃
的
思
想
で
あ
-
1
本
稿
冒
頭
に
も
述
べ
た
と
お

り
､
柴
論
の
基
調
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

つ
ま
-
､

｢演
連
珠
｣

に
見
え
る

｢栗
｣
概
念
は
す
べ
て
､
こ
の
よ
う
な

｢徳
｣
の
象
徴
た

る

｢楽
｣
の
系
譜
に
繋
が
る
も
の
ば
か
-
な
の
で
あ
-
'
作
品
中
に

お
い
て
は
徳
化
の
換
愉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
れ
は⑧

｢儒
術
を
伏
贋
し
､
薩
に
非
ざ
れ
ば
動
か
｣
な
か
っ
た
陸
機
と
し
て
､

ご
-
ま
っ
と
う
な
連
想
で
'

こ
れ
ら
の
作
品
が
'

｢栗
｣
が
有
す
る

蕃
乗
の
道
徳
理
念
の
強
固
な
意
味
髄
系
の
枠
組
み
を
､
依
然
と
し
て

超
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

｢禁
｣

は
本
来
の
位
置
に
'

よ
-
美
し
い
衣
装
を
輿
え
ら
れ
て
安
任
し
､
穏
や
か
に
作
品
の
主
張

に
賛
同
し
て
い
る
の
だ
｡

と
こ
ろ
が

｢文
賦
｣
は
そ
う
で
は
な
い
｡

一
見
同
様
の

｢禁
｣
概

念
を
鋪
き
連
ね
な
が
ら
､
運
用
の
趣
旨
も
､
狙
っ
た
教
具
も
､
そ
れ

ま
で
の

｢楽
｣
理
念
に
忠
寛
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
｡
そ
し

て
､
そ
こ
に
こ
そ

｢文
賦
｣
が

｢文
｣
の
菅
栄
性
を
論
じ
た
こ
と
の

本
質
的
な
意
味
が
有
る
｡

二

｢美
｣
を
表
現
す
る
主
鮭
と
し
て
の

｢栗
｣

陸
機

｢文
賦
｣
が
､
そ
れ
ま
で
と
は
異
っ
た
意
味
づ
け
を
､
｢文
｣

と

｢禁
｣
と
の
関
係
に
典
え
て
い
る
例
は
'
沈
約

『末
書
』
謝
軍
運

侍
論
や
劉
蔀

『文
心
髄
龍
』
聾
律
第
に
先
ん
じ
て
'
美
文
の
書
架
性

を
述
べ
た
こ
と
で
あ
ま
-
に
も
有
名
な
次
の
7
段
か
ら
も
窺
-
こ
と

が
で
き
る
｡

撃
昔
聾
之
迭
代
､
若
五
色
之
相
宜
､
維
逝
止
之
無
常
､
固
崎
鋳

而
難
便
｡
萄
達
襲
而
識
次
'
猶
開
流
以
約
泉
｡

音

響
の
迭
い
に
代
わ
る
に
竪
び
て
は
､
五
色
の
相
宣
ぶ
る
が
若
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よ
ろ

し
｡

逝
止
の
常
無
し
と
経
も
､
固
よ
-
崎
蹄
と
し
て

便

し
-
し

ま
こと

難
し
｡

苛

に

愛
に
逢
し
て
次
を
識
ら
ば
､
猶
お
流
れ
を
開
き
て

以
て
泉
を
酌
む
る
が
ご
と
し
｡

こ
こ
で
陸
枚
は
､

｢音
聾
｣
と
い
う
栗
論
の
概
念
を
用
い
な
が
ら

も
､
｢竪
音
聾
之
迭
代
｣
｢雄
逝
止
之
無
常
｣
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
'
柴
を
交
々
入
れ
替
わ
-
な
が
ら
常
無
き
も
の
と
表
現
し
'

｢柴
記
｣
栗
論
第
の

｢禁
者
馬
同
｣
や

｢栗
文
同
則
上
下
和
｣
に
見

え
る
よ
-
な
､
｢柴
｣
の
本
質
を
同

一
性
や

一
致
性
に
見
る
従
来
の

思
想
と
は

l
線
を
書
し
て
い
る
｡

ま
さ
に
､

｢
l
筒
の
内
に
音
韻
轟

⑨

-
殊
な
-

｣

や

｢異
音
相
い
従
う
､
之
を
和
と
謂
い
､
同
聾
相
い
癒

⑬

ず
､
之
を
韻
と
謂
う

｣

な
ど
の
､
立
鰻
的
に
異
音
が
詣
和
す
る
美
意

識
を
述
べ
た
先
鞭
と
し
て
､
ひ
と
き
わ
光
彩
を
放
っ
て
い
る
と
言
え

よ
う
｡
し
か
し
､
そ
の

｢文
賦
｣
も
'
文
章
の
音
楽
性
を
言
う
に
際

し
､
｢楽
記
｣
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
い
や
む

し
ろ
､
意
識
し
て
そ
の
記
述
を
掴
ま
え
よ
う
と
し
て
い
た
ふ
し
が
あ

る
｡
｢禁
記
｣
柴
象
篤
の
以
下
の
記
述
と
較
べ
て
み
よ
う
｡

是
故
清
明
象
天
､
慶
大
象
地
｡
終
始
象
四
時
､
周
遠
象
風
雨
｡

五
色
成
文
而
不
軌
､
八
風
徒
律
而
不
秦
｡
百
度
得
教
而
有
常
､

美
と
し
て
の
柴
へ
(木
津
)

小
犬
相
成
､
終
始
相
生
､
侶
和
清
濁
､
迭
相
馬
経
.
放
棄
行
而

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

倫
清
､
耳
目
聡
明
､
血
気
和
平
｡
移
風
易
俗
､
天
下
皆
寧
｡

是
の
故
に
清
明
は
天
に
象
-
､
慶
大
は
地
に
象
る
｡
終
始
は
四

時
に
象
-
､
周
遠
は
風
雨
に
象
る
｡
五
色

文
を
成
し
て
乱
れ

ず
､
八
風

律
に
徒
い
て
姦
な
ら
ず
｡
百
度

教
を
得
て
常
有

-
､
小
犬
相
い
成
し
､
終
始
相
い
生
じ
､
侶

･
和

･
清

･
濁
'

迭
い
に
相
い
経
と
為
る
.
故
に
柴
行
な
わ
れ
て
倫
清
-
'
耳
目

聡
明
､
血
気
和
平
な
-
O
風
を
移
し
俗
を
易
え
､
天
下
皆
な
寧

し
｡

こ
れ
は
､
天
地
や
自
然
に
象
-
見
事
に
調
っ
た
音
楽
を
､
天
下
安

寧
の
象
徴
と
し
て
､
五
色
や
八
風
な
ど
の
比
倫
を
用
い
つ
つ
述
べ
て

お
-
､
特
に
後
年
は
'
そ
の
調
和
の
さ
ま
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
､

｢成

･
生

･
経

･
清

･
明

･
卒

･
寧
｣
と
脚
韻
を
揃
え
る
配
慮
が
加

え
ら
れ
る
な
ど
､

｢楽
記
｣
の
文
の
中
で
は
､

か
な
-
修
辞
的
な
も

の
と
言
え
る
｡

｢文
賦
｣
の
-
だ
ん
の
叙
述
は
､

こ
こ
と
深
層
で
響

き
合
う
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
｡

し
か
し
､

｢禁
記
｣
に
お

い
て
天
地
寓
物
の
根
本
義
と
天
下
安
寧
の
象
徴
と
捉
え
ら
れ
た
｢禁
｣

は
'
｢文
賦
｣

で
は
文
章
の
千
襲
寓
化
す
る
美
し
き
を
嘩

っ
も
の
と
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第
五
十
放

し
て
表
現
さ
れ
た
｡
こ
こ
で
奏
で
ら
れ
る
書
架
は

｢徳
｣
に
支
配
さ

れ
た
そ
れ
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で

｢美
｣
を
表
現
す
る
も
の
で
な
-

て
は
な
ら
な
い
｡
陸
枚
に
と
っ
て
高
ら
か
に
揚
言
す
べ
き
は
文
章
の

｢美
｣
で
あ
-
､
そ
れ
故
に

｢架
記
｣
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
､

｢徳
｣
と
同
じ
資
格
を

｢文
｣
に
お
け
る

｢美
｣
に
封
し
て
も
輿
え

よ
う
と
し
た
と
は
言
え
ま
い
か
｡
｢柴
｣
が
天
地
二
儀
に
比
さ
れ
た

こ
と
を
紡
沸
さ
せ
る
手
法
で
文
章
の
書
架
性
を
詠
い
上
げ
る
こ
と
の

意
味
は
こ
こ
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
陸
機
が
こ
の
｢徳
｣
か
ら

｢美
｣
と

い
う

｢禦
｣
の
位
置
づ
け
の
樽
換
を
意
圏
し
得
た
背
景
に
は
､
｢禦
｣

が

｢徳
｣
の
具
現
で
あ
る
よ
-
は
む
し
ろ
高
い
教
養
の
T
部
と
し
て

⑪

捉
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
常
時
の
風
潮
が
あ
る
だ
ろ
う

｡

次
に
'
音
楽
の
モ
チ
ー
フ
が
集
中
し
て
現
れ
る

｢文
賦
｣
第
十

一

章
か
ら
十
五
章
を
'
少
々
長
い
引
用
に
な
る
が
､
以
下
に
畢
げ
る
こ

と
に
す
る
｡

十

一

或
託
言
於
短
讃
､
封
窮
迩
而
孤
興
､
僻
寂
実
而
無
友
､
仰

家
廓
而
莫
承
O
讐
偏
絃
之
猫
張
､
含
清
唱
而
廉
鷹
｡

或
い
は
言
を
短
寵
に
託
し
て
､
窮
速
に
対
し
て
孤
-
興
る
｡

僻
し
て
は
寂
実
と
し
て
友
無
-
､
仰
い
で
は
家
廓
と
し
て

承
-
る
莫
し
｡
偏
紋
の
猪
-
張
る
に
誓
え
ば
､
清
唱
を
含

み
て
慮
ず
る
廃
し
｡

十

二

或
寄
鮮
於
捧
普
'
徒
廉
言
而
弗
華
､
混
研
蛍
而
威
腔
､
累

良
質
而
馬
堀
.
象
下
管
之
偏
疾
､
故
経
歴
而
不
和
｡

或
い
は
軒
を
棒
音
に
寄
せ
､
徒
ら
に
廉
言
す
れ
ど
も
華
な

そ
こ

ら
ず
｡
研
蛍
を
混
じ
え
て
鮭
を
成
し
､
良
質
を

累

ね

て
暇

)

を
為
す
｡
下
管
の
偏
え
に
疾
き
に
象
る
､
故
に
磨
ず
と
経

も
和
せ
ず
｡

十
三

或
遺
理
以
存
異
､
徒
尋
虚
以
逐
微
､
言
募
情
而
鮮
愛
､
軒

浮
漂
而
不
蹄
｡
猶
絃
虫
而
徽
急
､
政
経
和
而
不
悲
.

或
い
は
理
を
適
し
て
以
て
異
を
存
し
､
徒
ら
に
虚
を
尋
ね

て
以
て
微
を
逐
う
｡
言
は
情
寡
-
し
て
愛
鮮
-
､
軒
は
浮

ち
い

しら

漂
と
し
て
障
ら
ず
｡
猶
お
絃

玄

さ

-
し
て

徽

べ

急
な
る
が

ご
と
し
､
故
に
和
す
と
経
も
悲
し
ま
ず
｡

十
四

或
奔
放
以
語
合
､
務
曙
噴
而
妖
治
､
徒
悦
目
而
通
俗
､
固

聾
高
而
曲
下
｡
寮
防
露
輿
桑
間
､
文
雄
悲
而
不
雅
｡

或
い
は
奔
放
に
し
て
以
て
詣
合
し
､
務
め
て
曙
境
と
し
て

妖
治
な
-
｡
徒
ら
に
目
を
悦
ば
し
め
て
俗
に
遇
う
､
固
よ
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-
聾
高
け
れ
ど
も
曲
下
る
ひ
防
露
と
桑
間
と
を
宿
-
､
又

悲
し
む
と
経
も
雅
な
ら
ず
｡

十
五

或
清
虚
以
碗
約
､
毎
除
煩
而
去
涯
､
関
大
糞
之
遺
味
､
同

朱
絃
之
清
氾
｡
稚

一
唱
而
三
歎
､
固
既
雅
而
不
整
｡

或
い
は
清
虚
に
し
て
以
て
娩
約
､
毎
に
煩
を
除
い
て
濫
を

去
る
.
大
兵
の
遺
味
を
開
き
､
朱
絃
の
清
氾
な
る
に
同
じ
O

一
喝
し
て
三
歎
す
と
雄
も
､
固
よ
-
既
に
雅
に
し
て
蟹
な

ら
ず

｡

こ
こ
で
彼
は
､
音
楽
の
数
々
の
利
弊
を
述
べ
る
に
至
る
｡
ま
ず
目

を
引
-
の
は
､
十
二
章

｢錐
鷹
而
不
和
｣
か
ら
十
五
章

｢既
雅
而
不

艶
｣
ま
で
の
､
章
末
の
譲
歩
表
現
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
｢実
記
｣
契

言
篇

｢束
表
則
生
物
不
逐
'
世
乳
則
経
歴
而
柴
経
｡
是
故
其
聾
哀
而

不
妊
､
楽
而
不
安
｣
の
'
｢哀
而
不
妊
､
禁
而
不
安
｣
(哀
し
め
ど
も
荘

な
ら
ず
'
楽
し
め
ど
も
安
ん
ぜ
ず
)
を
務
沸
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
が
､
そ

こ
で
述
べ
ら
れ
た
の
は
乱
世
で
あ

っ
た
の
に
対
し
､
｢文
賦
｣
で
は
､

同
棲
の
言
い
回
し
を
用
い
て
､
乱
調
を
き
た
し
た
文
章
を
誓
え
た
こ

と
に
な
る
.
｢乱
世
｣
と

｢乱
文
｣
が
､
と
も
に
栗
を
媒
介
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
｡
な
お
､
末
尾
の

｢鷹

･
和

･
悲

･
雅

･

美
と
し
て
の
柴
へ
(木
津
)

艶
｣
も
､
何
れ
も
音
楽
と
密
接
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
が
､
夙
に
観

宗
院
氏
が
詳
し
-
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
に
譲
-
､
こ
こ
で
は
論
じ
な

r,ip
ヽ
0

-▲∨
さ
ら
に
､
第
十
五
章
は
､

｢栗
記
｣
柴
本
篤
の
次
の
章
に
依
接
し

て
お
-
､
｢徳
｣
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

っ
た

｢柴
｣
が
､
｢美
｣
の
表
現

者
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
新
著
な
例
で
あ
る
O

是
故
禁
之
隆
､
非
極
音
也
｡
食
饗
之
薩
､
非
致
味
也
｡
満
願
之

宏
､
朱
弦
而
疏
越
｡
壷
侶
而
三
歎
､
有
遺
書
者
桑
｡
大
饗
之
薩
'

荷
玄
酒
而
姐
艦
魚
.
大
嚢
不
和
'
有
遺
味
者
条
.

是
の
故
に
禁
の
隆
ん
な
る
は
､
音
を
棲
む
る
に
非
ざ
る
な
-
｡

つ

食
饗
の
薩
は
､
味
を
致
-
す
に
非
ざ
る
な
-
｡
清
廟
の
宏
は
､

朱
弦
に
し
て
疏
越
あ
-
｡
萱
侶
し
て
三
歎
し
､
遺
著
有
る
者
な

う
え

-
o
大
饗
の
蔭
は
､
玄
酒
を
筒
に
し
て
腹
魚
を
姐
に
す
｡
大
糞

は
和
せ
ず
､
遺
味
有
る
老
な
-
0

｢禦
記
｣
に
お
い
て
､
質
朴
典
雅
で
徳
化
に
最
適
な
音
楽
の
修
軒

で
あ

っ
た

｢大
桑
｣
｢朱
弦
｣
｢
l
唱
而
三
歎
｣
等
の
薩
禦
概
念
が
､

｢文
賦
｣
で
は
そ
っ
-
-
そ
の
ま
ま
､
質
素
す
ぎ
て
味
わ
い
の
無
い

も
の
の
代
名
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
｡
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こ
の
時
期
の
陸
機
に
と
っ
て
､
い
-
ら
典
雅
で
あ
ろ
う
と
技
巧
も
装

飾
も
見
ら
れ
な
い
音
楽
は
､
修
辞
も
猪
創
も
無
い
文
章
と
同
様
､
殆

ど
意
味
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
第
十

四
章
で
は
'
本
来
の
禁
の
理
念
に
と
っ
て
は
亡
国
の
音
と
し
て
退
け

ら
れ
て
い
た
｢桑
間
｣
の
音
を
､
｢悲
で
は
あ

っ
て
も
雅
で
は
な
い
｣

と
述
べ
る
の
だ
が
､
｢雅
｣
で
は
な
い
､

と
否
定
し
っ
つ
も
､
そ
の

音
色
の
切
な
さ
に

一
定
の
美
を
認
め
る
か
の
如
き
､
些
か
蓑
歩
の
態

度
を
見
せ
て
い
る
こ
と
も
､
注
意
し
て
お
き
た
い
｡

こ
の
よ
う
に
､

陸
機

｢文
賦
｣
で
は
､

｢演
連
珠
｣
な
ど
の
他
の

作
品
と
は
異
な
-
､
文
の
音
楽
性
を
論
じ
る
に
際
し
て
､
厳
密
な
意

味
鰻
系
を
構
築
し
て
い
た

｢禦
記
｣
の
表
現
を
避
け
る
こ
と
な
-
用

い
つ
つ
も
､
｢徳
｣
の
象
徴
と
し
て
の
｢栗
｣
が
有
し
た
高
い
理
念
の

枠
を
飛
び
越
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
彼
が
述
べ
る
の
は

｢徳
｣

に
支
配
さ
れ
た
｢柴
｣
で
は
な
-
､
｢美
｣
を
培
う
表
現
者
と
し
て
の

高
い
地
位
を
輿
え
ら
れ
る
べ
き

｢禦
｣
で
あ
-
､
そ
れ
で
こ
そ
､
彼

が
論
じ
よ
う
と
し
た

｢文
｣
に
匹
敵
す
る
も
の
な
の
で
あ

っ
た
｡
陸

機
は
､
従
来
の

｢栗
｣
が
有
し
て
い
た
格
式
を
妨
補
と
さ
せ
る
文
節

を
散
-
は
め
な
が
ら
､
彼
に
と
っ
て
の
問
題
意
識
が
､
既
に

｢徳
｣

か
ら

｢美
｣
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
著
し
た
｡
そ
こ
で
始

め
て
､
｢美
｣
を
表
現
す
る
主
鮭
と
し
て
の
音
楽
が
､
｢美
｣
た
る
｢文
｣

と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
｡

三

栗
論
の
流
れ
の
中
の

｢文
賦
｣

前
章
ま
で
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
､
そ
れ
ま
で
の
禦
論
が
､

理
想
的
な
世
界
と
､
そ
の
中
で
中
和
を
得
て
安
ら
ぐ
人
心
を
象
徴
す

る
も
の
と
し
て

｢栗
｣
を
描
-
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
の
に
封
し
､

陸
機
は
'
音
楽
と
文
筆
と
を

｢美
｣
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
同
等

に
位
置
づ
け
る
段
階
に
至
っ
て
い
た
｡
蕃
乗
の
徳
の
象
徴
と
し
て
の

｢梁
｣
に
つ
い
て
は
､

｢文
賦
｣
で
は
､

わ
ず
か
に
終
章
で

｢金
石

お
よ

に
被
ら
し
め
て
徳
虞
-
'
管
絃
に

流

ぼ

し
て
日
に
新
た
な
-
｣
と
､

そ
の
威
光
を
借
-
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
の
結
果
､
こ
の
終

章
と
作
品
全
鰻
と
の
間
に
は
拭
い
よ
う
の
な
い
異
和
感
が
有
る
の
だ

⑬

が
､
賦
の
定
式
を
椙
む
た
め
の
制
約
の
み
な
ら
ず

'

彼
内
部
の
｢禦
｣

観
が
､
古
い
テ
ー
ゼ
と
し
て
の

｢栗
｣
と
乗
離
し
始
め
て
い
た
こ
と

を
考
え
併
せ
る
時
､
よ
-
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
る
｡

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
陸
機
に
限
る
こ
と
で
は
な
い
｡
同
時
代
人
の
普
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栗
を
題
材
に
取

っ
た
作
品
と
し
て
播
岳

｢笹
賦
｣
を
見
て
み
れ
ば
､

や
は
-
最
終
章
で
､
｢彼
の
政
に
失
得
有
-
て
化
す
る
に
以
て
醇
薄

あ
-
｡
禁
は
俗
を
善
に
易
う
所
以
に
し
て
'
亦
た
俗
を
悪
に
易
う
所

⑩

以
な
-

｣

と
､
賦
の
定
石
と
し
て
'

｢柴
｣
を
教
化
に
結
び
つ
け
る

風
格
付
け
を
行

っ
て
は
い
る
も
の
の
､
本
論
部
分
で
は
､
笹
の
情
感

溢
れ
た
切
な
い
音
色
を
修
軒
の
限
-
を
轟
-
し
て
歌
い
上
げ
て
い
て
､

陸
機

｢文
賦
｣
の
構
成
と
正
に
符
合
す
る
｡
書
架
が
､
貴
族
の
楽
し

み
の
具
と
し
て
の
性
格
を
よ
-
濃
厚
に
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
O

さ
て
'
｢文
賦
｣
で
は
､
第
十

一
章
か
ら
十
五
章
は
､
見
方
を
襲

え
る
な
ら
､

一
方
の
音
楽
が
陪
-
や
す
い
弊
害
に
も
言
及
し
た
箇
所

と
言
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
そ
れ
ま
で
の
楽
論
で
は
正
面
切

っ

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
責
際
の
演
奏
は
さ
て
お
き
､
文

字
に
記
録
さ
れ
る
べ
き

｢禦
｣
は
'
あ
-
ま
で
も
民
心
や
園
の
治
乱

に
反
慮
し
て
溢
れ
出
る
も
の
で
あ
-
､
巧
拙
を
論
じ
た
り
､
調
律
な

ど
人
馬
の
手
を
加
え
る
除
地
の
無
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
O
し
か
し
､

藩
岳

･
陸
機
ら
の
大
康
の
詩
人
た
ち
は
､
寛
際
に
は
､
受
け
手
の
側

か
ら
主
鰻
的
に
音
楽
を
感
じ
取
-
表
現
す
る
感
性
と
､
そ
れ
を
善
し

美
と
て
し
の
禁

へ
(木
津
)

と
す
る
考
え
方
を
身
に
つ
け
て
い
た
｡
｢文
学
｣
が

｢美
｣
を
表
現
す

る
た
め
の
個
人
的
な
営
み
と
な
っ
て
い
っ
た
の
と
軌
を

一
に
し
て
､

｢書
架
｣
も
個
人
的
な
愛
好
に
支
配
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
恐
ら
-
最
も
直
接
的
な
先
駆
で
あ

っ
た
の
は
､
稀
康
の
｢琴
賦
｣
､

そ
し
て

｢聾
無
哀
楽
論
｣
で
あ
ろ
う
｡
彼
は
'

｢琴
賦
｣
で

｢余
少

-
し
て
音
聾
を
好
み
､
長
じ
て
之
を
翫
し
､
以
馬
-
'
物
に
盛
衰
有

⑮

れ
ど
も
此
れ
襲
無
-
､
滋
味
に
は
厭
有
れ
ど
も
此
れ
勧
ま
ず

｣

と
､

音
楽
を
個
人
的
に
楽
し
む
心
を
歌
い
､
｢聾
無
哀
楽
論
｣
で
は
､
｢夫

れ
衷
心
は
内
に
威
さ
れ
､
和
琴
に
遇
い
て
後
護
す
'
和
琴
は
象
無
-

⑮

し
て
衷
心
に
主
有
-

｣

､
｢夫
の
哀
楽
に
至
れ
ば
､
自
ず
か
ら
事
を
以

あ

て
合
し
'
先
ず
心
に
遭

い
､
但
だ
和
琴
に
困
-
て
以
て
自
ず
か
ら
顕

⑰

章
す
る
の
み

｣

と
､
聾
自
腹
に
哀
楽
の
感
情
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
､

聞
-
者
の
心
に
よ
っ
て
哀
楽
が
生
ま
れ
る
と
し
て
､
菖
乗
の
禁
は
園

の
治
乱
が
本
来
的
に
反
映
す
る
と
考
え
る
立
場
を
否
定
し
､
受
取
手

の
情
感
を
重
税
す
る
態
度
を
表
明
し
た
.
も
っ
と
も
積
康
は
､
そ
う

考
え
る
こ
と
こ
そ
が
､
書
架
と
薩
教
の
道
理
を

l
鰻
と
す
る
こ
と
が

⑬

可
能
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

､
彼
に
と

っ
て
の

｢栗
｣
概
念
が
有
す
る
本
質
そ
の
も
の
は
'
依
然
と
し
て
ま
だ

｢徳
｣
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と
同
質
で
あ

っ
た
｡

さ
ら
に
遡
れ
ば
､
栖
康
に
先
立
つ
建
安
の
文
人
､

特
に
曹
蚕
に
よ
っ
て

｢蓋
し
文
章
は
経
国
の
大
業
へ
不
朽
の
盛
事
な

-
｣
と
､
文
章
の
地
位
が
高
め
ら
れ
た
､
そ
の
基
礎
の
こ
と
を
忘
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
『典
論
』
論
文
の
こ
の
部
分
の
直
前
に
は
､

｢管
諸
音
楽
｣
と
述
べ
た
-
だ
-
が
あ
-
､
｢文
｣
と

｢楽
｣
と
の
結

び
つ
き
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
が
､
た
だ
こ
の
｢誓
え
｣
は
'
文
章
の
音

楽
性
で
は
な
-
､
｢文
束
｣
を
言
-
た
め
の
も
の
で
あ

っ
て
､
｢文
賦
｣

と
は
､
や
は
-
距
離
が
あ
る
｡
と
は
い
え
､
陸
磯
が
､
彼
ら
建
安
の

そ
し
て
正
始
の
詩
人
た
ち
が
築
い
た
基
盤
の
上
に
自
分
自
身
が
立
と

⑲

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
､
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い

｡

結

語

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
､
陸
機
の
作
品
で
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
る

｢音
楽
｣
の
モ
チ
ー
フ
を
､
大
き
-
二
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
｡

一
つ
は

｢演
連
珠
｣

に
代
表
さ
れ
る
'
｢徳
｣
の

あ
ら
わ
れ
と
し
て
の

｢禦
｣
､
そ
し
て
も
う

一
つ
が

｢文
賦
｣
に
見
ら

れ
た

｢美
｣
の
表
現
主
鰹
と
し
て
の

｢禁
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
後

者
に
よ
っ
て
始
め
て
栗
諭
と
文
学
論
が
劃
期
的
に
結
び
つ
き
､
文
学

の
簡
域
に
修
軒
と
し
て
の

｢音
禦
性
｣
と
い
う
新
た
な
概
念
の
芽
が

植
え
付
け
ら
れ
た
の
だ
｡
陸
機
が

｢文
｣
と

｢栗
｣
と
の
間
の
垣
根

を
取
-
は
ら
っ
た
結
果
､
沈
約
ら
賛
梁
の
人
々
､
そ
し
て
劉
鎚
も
､

始
め
て
難
な
-

｢楽
｣
論
中
の
用
語
を
撃
律
論
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
た
｡
後
の
聾
律
論

へ
の
道
を
拓
き
､
後
人
に
語
る
言
語
を
興
え
た

こ
と
こ
そ
が
､

｢文
賦
｣
の
最
も
重
大
な
功
績
と
言
え
よ
-
｡

こ
れ

⑳

は
､
従
来

｢志
を
言
う
｣
も
の
で
あ

っ
た

｢詩
｣

を
､

｢情
に
緑
-

⑪

て
給
廓
｣
と
唯
美
的
に
昇
華
し
て
み
せ
た

｢文
賦
｣
の
美
意
識
と
ま

さ
に
遊
行
す
る
､
｢文
｣
に
封
し
て
の
力
強
い
働
き
か
け
で
あ

っ
た
｡

そ
し
て
そ
こ
に
は
､
｢栗
｣
に
せ
よ
､

｢文
｣
に
せ
よ
､

｢徳
｣
か
ら

｢美
｣

へ
と
垂
心
を
移
し
て
ゆ
-
文
学
史
の
大
き
な
流
れ
の
一
つ
の

樽
折
鮎
が
見
え
る
だ
ろ
う
｡

注
①

『論
語
』
泰
伯
簾
の
こ
と
ば
｡

④

『鰻
記
』
紅
解
｡

④

例
え
ば
､
『
呂
覚
』
大
柴
に
は
'
｢天
下
太
平
'
寓
物
安
寧
'
皆
化
其

上
'
禦
乃
可
成
｡
-
-
乱
世
之
楽
'
有
似
於
此
｡
君
臣
失
位
'
父
子
失

虞
へ
夫
婦
失
宜
'
民
人
坤
吟
'
其
以
箆
禦
也
､
若
之
何
哉
｡
凡
禁
'
天

地
之
和
'
陰
陽
之
調
也
｡｣
と
見
え
る
O
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④

そ
の
前
後
を
挙
げ
る
と
'
｢
然
後
立
之
撃
等
､
庚
其
節
奏
､
省
其
文

彩
以
縄
徳
厚
'
律
中
大
之
稀
'
比
始
終
之
序
以
象
事
行
'
使
親
疏
貴
腐
､

長
幼
男
女
之
理
'
皆
形
見
於
柴
'
故
日
楽
観
其
深
臭
｡｣

㊥

｢
演
連
珠
｣
に
音
楽
を
用
い
る
比
境
が
多
-
見
ら
れ
る
こ
と
は
'
興

陪
宏
｢
文
学
理
論
史
上
か
ら
見
た

(
文
賦
)｣
(『
中
国
の
文
筆
理
論
』
筑

摩
書
房
'

1
九
八
八
㌧
五
四
～
五
五
頁
o
も
と

『
未
名
』
七
t

l
九
八

八
)
に
も
'
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

㊥

原
文
は
次
の
通
-
､
｢
夫
琳
護
投
曲
感
耳
之
聾
'
合
之
律
度
'
準
薙

而
不
可
聴
老
'
非
胡
夏
之
禁
也
｡
困
勢
合
襲
'
適
時
之
容
､
風
通
俗
易
'

乗
迂
而
不
可
適
者
'
非
君
子
之
法
也
｡｣

⑦

｢有
二
人
蔦
'
乗
絡
而
歌
'
僑
観
而
聴
之
｡
詠
歎
中
雅
'
韓
連
中
律
｡

嘩
綬
野
梓
へ
曲
折
不
失
節
｡｣

④

『
青
書
』
陸
機
侍
｡

④

沈
約

『
朱
書
』
謝
垂
運
侍
論
｡
原
文
は

｢
一
簡
之
内
音
韻
轟
殊
'
雨

句
之
中
'
軽
重
悉
異
D｣

⑲

『
文
心
雄
龍
』
聾
律
簾
｡
原
文
は
'
｢
異
音
相
徒
謂
之
和
'
同
聾
相

謄
謂
之
韻
｡｣

④

栗
に
封
す

る
士
大
夫
の
態
度
の
襲
化
に
つ
い
て
は
､
森
三
樹
三
郎

『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』

(同
明
証

二

九
八
六
)
参
照
｡

ま
た
'
西

晋
王
朝
が
､
宮
廷
楽
府
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
際
の
中
心
人
物
に
'
張

華
や
賀
循
な
ど
'
陸
磯
に
極
め
て
近
い
人
物
が
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ

る
が
'
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
｡

⑭

鏡
宗
麟
｢陸
機
文
賦
理
論
興
音
楽
之
関
係
｣
『
中
国
文
学
報
』
第
十
四

美
と
し
て
の
柴
へ
(木
津
)

筋

(
一
九
六
一
)o

⑯

こ
の
鮎
を
'
興
膳
宏
教
授
は

｢
木
に
竹
を
つ
い
だ
｣
と
許
し
'
そ
れ

が
'
文
学
に
つ
い
て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
あ
っ
て
も
彼
の
生
の
こ
と
ば

で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
'
賦
の
最
終
章
の
俸
銃
的
鰻
我
と
に
関
係
が
あ

る
t
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
o
(『
渚
路

･
陸
機
』
筑
摩
書
房
'
二
五
〇

～
二
五
一
貫
)

⑭

原
文
は
次
の
通
-
o
｢
彼
政
有
失
得
'
而
化
以
醇
薄
'
柴
所
以
易
俗

於
善
'
亦
所
以
易
俗
於
悪
｡｣

⑯

原
文
は
｢
余
少
好
音
聾
'
長
而
翫
之
｡
以
箆
物
有
盛
衰
'
而
此
無
轡
｡

滋
味
有
厭
'
而
此
不
動
｡｣

⑯

｢
夫
衷
心
蔵
干
内
'
遇
和
聾
而
後
護
'
和
聾
無
象
'
而
哀
心
有
主
｡｣

⑭

｢
至
夫
哀
柴
'
自
以
事
合
､
先
議
干
心
'
但
困
和
琴
以
日
額
草
｡｣

⑯

例
え
ば
'
次
の
よ
う
な
箇
所
で
表
明
さ
れ
る
.
｢
使
練
竹
輿
姐
豆
並

存
'
羽
毛
輿
揖
譲
供
用
'
正
言
興
和
聾
同
車
｡
･･････於
是
言
語
之
節
'

撃
音
之
度
､
揖
護
之
儀
'
動
止
之
教
､
進
退
相
須
'
共
馬

叫
鰹
o｣

㊥

陸
棲
が
三
智
な
ど
建
安
の
文
学
を
深
-
愛
好
し
て
い
た
こ
と
は
よ
-

知
ら
れ
て
い
る
｡

⑳

『
尚
書
』
舜
典
｡

㊧

文
睦
論
を
展
開
す
る

｢文
賦
｣
第
五
章
'
｢
諸
株
情
而
給
廉
｣
o
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