
一
一
七

「
琵
琶
行
」
の
音
楽
史
的
考
察
（
続
）

635

一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
、『
白
居
易
研
究
年
報
』
一
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
「「
琵
琶
行
」
の
音
楽
史

的
考
察
│
楽
器
、
楽
人
、
楽
制
を
踏
ま
え
つ
つ
│
」
の
続
編
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
前
稿
で
は
「
琵
琶
行
」
の
音
楽
上
の
解
釈
に
大
幅
に
紙
幅
を
割
い
た

た
め
、
藤
原
貞
敏
に
関
わ
る
部
分
を
除
き
、
日
本
で
の
受
容
を
ほ
と
ん
ど
書
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
琵
琶
行
」に
つ
い
て
現
実
の
音
楽
世
界
を
踏
ま
え

た
論
考
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
前
稿
の
意
味
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
が
、中
国
文
学
研
究
の
領
域
に
踏
み
込
み
過
ぎ
た
こ
と
に
少
し
躊
躇
も
感
じ
た
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
琵
琶
行
」
の
日
本
で
の
受
容
に
つ
い
て
平
安
時
代
を
中
心
に

し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
、
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
か
ら
平
安
文
学
へ

白
居
易
の
文
学
が
平
安
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
贅
言
を
要
さ
な

い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
受
容
史
に
関
わ
る
研
究
が
着
実
な
学
術
的
な
蓄
積
を
も
た
ら

し
て
い
る
こ
と
も
確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
白
居
易
の
文
学

を
平
安
貴
族
た
ち
が
自
ら
の
も
の
と
し
て
完
全
に
受
容
し
切
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ

れ
は
や
は
り
否
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
長
恨
歌
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
始
発
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、か
と
言
っ
て
、こ
の
漢
詩
の
す
べ
て
が
『
源

氏
物
語
』
を
規
定
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
玄
宗
の
唐
帝
国
の
隆
盛
と
危
機
を
背

景
に
し
た
「
長
恨
歌
」
と
、
日
本
の
平
安
時
代
前
期
を
再
現
し
た
で
あ
ろ
う
『
源
氏

物
語
』
の
世
界
と
の
間
に
埋
め
ら
れ
な
い
溝
の
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
明
白
で

あ
る
。

白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
に
あ
る
当
代
の
大
曲
「
霓
裳
羽
衣
曲①
」
が
『
源
氏
物
語
』

で
特
に
記
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
著
者
に
い
く
ら
か
の
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
た
。
こ
の

曲
は
『
新
唐
書
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
作
曲
に
玄
宗
が
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
も
の②
で
、

「
長
恨
歌
」
の
中
で
唯
一
表
現
さ
れ
る
具
体
的
な
楽
曲
名
で
あ
り
、二
度
に
わ
た
っ
て

表
記
さ
れ
て
い
る
。
白
居
易
自
身
も
こ
の
楽
曲
の
名
を
冠
し
た
詩
「
霓
裳
羽
衣
歌
」

（『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
一
）
を
残
し
、
そ
の
詩
に
は
こ
の
曲
の
構
成
ま
で
も
が
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
中
国
宮
中
音
楽
に
対
す
る
知
識
が
足
り
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
ろ
う
。
中
国
宮
中
音
楽
の
う
ち
、
日
本
に
入
っ
て
来
た
の
は
「
燕
楽
」
と

「
散
楽
」
の
一
部
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り③
、全
体
へ
の
理
解
が
及
ば
な
い
の
は
致

し
方
な
い
。
次
に
、
玄
宗
皇
帝
の
世
界
が
あ
ま
り
前
面
に
出
な
い
よ
う
に
、
物
語
作

者
が
配
慮
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
日
本
王
権
を
基
盤
と
し
て
そ

れ
を
文
学
作
品
化
し
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
も
う
一
つ
の
王
権
で
あ
る
中
国
世
界
に

対
し
て
適
度
な
距
離
を
保
つ
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
別

途
考
え
て
い
き
た
い
が
、
こ
こ
で
は
音
楽
的
な
知
識
不
足
に
つ
い
て
特
に
言
っ
て
お

き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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「
琵
琶
行
」
に
お
い
て
も
、あ
の
複
雑
で
詳
細
な
演
奏
描
写
を
ど
れ
だ
け
の
平
安
貴

族
が
理
解
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
大
い
に
疑
問
が
残
る
。「
琵
琶
行
」本
文
の
う
ち
演

奏
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
、
い
く
ら
か
見
て
み
よ
う
。

低
眉
信
手
続
続
弾　
　

眉
を
低た

れ
手
に
信ま

か

せ
て
続
続
と
弾
じ
、

説
尽
心
中
無
限
事　
　

説
き
尽
く
す　

心
中
無
限
の
事
。

軽

慢
撚
抹
復
挑　
　

軽
く

お
さ

へ　

慢ゆ
る

く
撚ひ

ね

り　

抹ま
つ

し
て
復ま

た
挑か

か

ぐ
、

初
為
霓
裳
後
緑
腰　
　

初
め
は
霓げ

い

裳し
よ
うを

為な

し　

後
は
緑

り
よ
く

腰よ
う

。

大
絃
嘈
嘈
如
急
雨　
　

大た
い
げ
ん絃

は
嘈そ

う
そ
う嘈

と
し
て
急
雨
の
如
く
、

小
絃
竊
竊
如
私
語　
　

小し
よ
う
げ
ん絃は

竊せ
つ
せ
つ竊

と
し
て
私
語
の
如
し
。

嘈
嘈
竊
竊
雑
錯
弾　
　

嘈
嘈　

竊
竊　

雑ざ
つ
さ
く錯

し
て
弾
じ
、

大
珠
小
珠
落
玉
盤　
　

大た
い
し
ゆ珠　

小し
ょ
う
し
ゆ珠　

玉
盤
に
落
つ
。

閒
関
鴬
語
花
底
滑　
　

閒か
ん
か
ん関

た
る
鶯お

う
ご語　

花か
て
い底

に
滑
ら
か
に
、

幽
咽
泉
流
氷
下
難　
　

幽ゆ
う

咽え
つ

せ
る
泉
流　

氷
下
に
難な

や

む
。

氷
泉
冷
渋
絃
凝
絶　
　

氷
泉
冷
渋　

絃　

凝
絶
し
、

凝
絶
不
通
声
暫
歇　
　

凝
絶
し
て
通
ぜ
ず　

声
暫
く
歇や

む
。

別
有
幽
愁
暗
恨
生　
　

別
に
幽
愁
暗
恨
の
生
ず
る
有
り
、

此
時
無
声
勝
有
声　
　

此
の
時　

声
無
き
は
声
有
る
に
勝ま

さ

る
。

銀
瓶
閇
破
水
漿
迸　
　

銀
瓶
閇う

ち
破
ら
れ
て
水

す
い
し
よ
う漿

迸ほ
と
ば
しり

、

鉄
騎
突
出
刀
槍
鳴　
　

鉄
器
突
出
し
て
刀と

う

槍そ
う

鳴
る
。

曲
終
収
撥
当
心
画　
　

曲
終
は
り
て
撥
を
収
め
心
に
当
た
り
て
画か

く

し
、

四
弦
一
声
如
裂
帛　
　

四
絃
一
声　

帛は
く

を
裂
く
が
如
し
。

東
船
西
舫
悄
無
言　
　

東
船
西せ

い
ほ
う舫　

悄し
よ
うと

し
て
言
無
く
、

唯
見
江
心
秋
月
白　
　

唯た

だ
見
る　

江
心
に
秋
月
白
き
を④
。

こ
の
よ
う
に
、
琵
琶
演
奏
に
つ
い
て
の
記
述
は
詳
細
極
ま
る
と
言
っ
て
よ
い⑤
。
そ

し
て
、
こ
の
表
現
を
達
成
す
る
の
に
白
居
易
は
大
い
に
尽
力
し
た
で
あ
ろ
う
。
漢
詩

文
の
表
現
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
の
演
奏
描
写
・
音
楽
描
写
を
な
し
得
た
詩
人
は
決

し
て
多
く
は
な
い⑥
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
意
味
で
時
代
に
先
駆
け
た
こ
の
よ
う
な

描
写
は
、
具
体
的
な
中
身
と
し
て
平
安
貴
族
に
伝
わ
っ
て
い
た
形
跡
が
実
の
と
こ
ろ

あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
の
和
歌
や
物
語
の
ど
れ
を

と
っ
て
み
て
も
、
白
居
易
の
詩
の
よ
う
な
詳
細
か
つ
丁
寧
な
演
奏
自
体
の
描
写
は
見

受
け
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
琵
琶
行
」
が
平
安
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響

は
、
文
学
的
な
表
現
手
法
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
作
品
の
情
景
や
左
遷
の
憂
い
、
白
居

易
と
奏
者
で
あ
る
女
と
の
交
わ
り
な
ど
、
作
品
の
構
想
に
関
わ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て

も
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
書
誌
学
的
に
見
て
も
、
書
写
あ
る
い
は
刊
行
さ
れ
る

な
ど
「
琵
琶
行
」
は
「
長
恨
歌
」
と
と
も
に
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
良
く
知

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
琵
琶
行
」
の
日
本
で
の
受
容
は
音
楽
詩
と
い
う
面
を
い
く

ら
か
薄
ま
せ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
全
体
の
情
感
を
彼
ら
は
感
じ
取
っ
た
に
違
い
な
い

の
で
あ
る
。
以
下
、
個
別
の
テ
ク
ス
ト
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

三
、
枕
草
子
か
ら

平
安
文
学
の
中
で
『
枕
草
子
』
ほ
ど
「
琵
琶
行
」
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
し
た
テ
ク

ス
ト
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
清
少
納
言
の
個
人
的
な
趣
味
も
そ
こ
に
は
窺
え
る
の
で

あ
る
が
、
む
し
ろ
琵
琶
と
い
う
楽
器
が
彼
女
の
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
直
接

的
な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑦
。
既
に
こ
の
時
期
、
宮
中
を
中
心
に
琵
琶
は
よ

く
演
奏
さ
れ
、
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
、
よ
り
中
世

的
な
「
琵
琶
の
法
師
」
の
出
現
へ
と
進
も
う
と
し
て
い
た
。

初
め
に
七
十
七
段
「
御
仏
名
の
ま
た
の
日
」（
三
巻
本
、以
下
も
同
様
）
か
ら
見
て
み

よ
う
。
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雨
い
た
う
降
り
て
、
つ
れ
づ
れ
な
り
と
て
、
殿
上
人
、
上
の
御
局
に
召
し
て
、

御
遊
び
あ
り
。
道
方
の
少
納
言
、
琵
琶
、
い
と
め
で
た
し
。
済
政
、
箏
の
琴
、

行
義
、
笛
、
経
房
の
中
将
、
笙
の
笛
な
ど
、
お
も
し
ろ
し
。
ひ
と
わ
た
り
遊
び

て
、
琵
琶
弾
き
や
み
た
る
ほ
ど
に
、
大
納
言
殿
、「
琵
琶
、
声
や
ん
で
、
物
語
せ

む
と
す
る
事
お
そ
し
」
と
誦
し
た
ま
へ
り
し
に
、
隠
れ
臥
し
た
り
し
も
起
き
出

で
て
、「
な
ほ
罪
は
お
そ
ろ
し
け
れ
ど
、
物
の
め
で
た
さ
は
、
や
む
ま
じ
」
と
て

笑
は
る⑧
。

こ
こ
で
は
各
種
の
楽
器
に
よ
る
合
奏
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
琵

琶
、
箏
、
笛
（
横
笛
）、
笙
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
琵
琶
の
演
奏
は
、
超
絶
技
巧
を
思
わ

せ
る
「
琵
琶
行
」
の
独
奏
と
は
違
っ
て
、
比
較
的
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
簡
単
に
言
え
ば
、
リ
ズ
ム
を
刻
む
、
打
楽
器
的
な
要
素
の
強
い
和
音
演
奏
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。「
琵
琶
弾
き
や
み
た
る
ほ
ど
に
」
と
あ
る
か
ら
、四
つ
の
楽

器
の
演
奏
の
う
ち
、
琵
琶
が
最
後
ま
で
鳴
り
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
は
曲
の
始

ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
四
本
の
絃
を
鳴
ら
し
、
和
音
を
作
り
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。

二
〇
四
段
「
弾
き
も
の
は
」
で
琵
琶
に
つ
い
て
、「
弾
く
物
は
、
琵
琶
。
調
べ
は
、
風

香
調
。
黄
鐘
調
。
蘇
合
の
急
。
鶯
の
さ
へ
づ
り
と
い
ふ
調
べ
。」
な
ど
と
あ
っ
て
、こ

こ
で
は
「
調
（
絃
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
種
別
）」
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

琵
琶
が
単
音
楽
器
と
し
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
・
ラ
イ
ン
を
奏
で
る
の
で
は
な
く
、
主
に
伴

奏
・
リ
ズ
ム
楽
器
と
し
て
和
音
を
響
か
せ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

演
奏
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
四
絃
四
柱
の
琵
琶
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
楽
器
と
し
て
は
音
域

が
狭
く
、
む
し
ろ
リ
ズ
ム
を
刻
む
の
に
便
利
な
楽
器
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大

雑
把
に
言
え
ば
、
現
在
の
楽
琵
琶
の
演
奏
も
こ
の
よ
う
な
も
の
と
お
お
よ
そ
見
て
と

れ
る
。

さ
て
、
こ
の
場
面
、
演
奏
終
了
の
後
、
大
納
言
の
伊
周
が
「
琵
琶
行
」
の
一
節
を

朗
詠
す
る
。「
琵
琶
声
停
欲
語
遅
」（
琵
琶　

声
停
み
て
語
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
遅
し
。）
の

と
こ
ろ
だ
が
、
発
声
の
場
と
発
声
の
内
容
が
一
致
す
る
機
知
に
富
ん
だ
言
動
で
あ
ろ

う
。
こ
の
朗
詠
も
こ
の
前
の
合
奏
に
連
続
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
現
実

の
演
奏
と
、「
琵
琶
行
」
の
詩
の
世
界
、
ま
た
そ
の
二
つ
を
つ
な
ぐ
貴
人
の
朗
詠
、
こ

れ
は
一
種
の
演
出
芸
術
と
し
て
十
分
鑑
賞
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の

場
面
の
一
回
的
な
芸
術
的
達
成
と
、
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
と
の
間
に
齟
齬
を
見
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
場
面
を
形
成
し
て
い
る
人
物
た
ち
が
、「
琵
琶
行
」
の
音
楽

の
中
身
に
ま
で
到
達
し
得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
琵
琶
行
」の
奏
者
の

演
奏
と
、
道
方
の
演
奏
に
は
、
独
奏
と
合
奏
と
い
う
相
違
の
み
な
ら
ず
、
演
奏
方
法

や
演
奏
技
術
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
。
伊
周
は
琵
琶

と
い
う
楽
器
、
モ
ノ
と
し
て
の
楽
器
に
直
截
的
に
「
琵
琶
行
」
を
結
び
付
け
た
、
と

す
る
の
が
素
直
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

『
枕
草
子
』
で
「
琵
琶
行
」
が
引
用
さ
れ
る
場
合
、琵
琶
と
い
う
楽
器
自
体
が
こ
う

し
た
場
面
に
必
ず
表
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
興
味
深
い
。
文
献
上
の
テ
ク
ス
ト

と
プ
レ
・
テ
ク
ス
ト
の
関
係
に
留
ま
ら
な
い
臨
場
感
は
『
枕
草
子
』
の
日
記
的
章
段

な
ら
で
は
の
手
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
九
十
段
「
上
の
御
局
の
御
簾
の
前
に
て
」
を
見
る
。

上
の
御
局
の
御
簾
の
前
に
て
、
殿
上
人
日
一
日
、
琴
、
笛
吹
き
遊
び
く
ら
し

て
、
大
殿
油
ま
ゐ
る
ほ
ど
に
、
ま
だ
御
格
子
は
ま
ゐ
ら
ぬ
に
、
大
殿
油
さ
し
出

で
た
れ
ば
、
戸
の
あ
き
た
る
が
あ
ら
は
な
れ
ば
、
琵
琶
の
御
琴
を
、
た
た
ざ
ま

に
持
た
せ
た
ま
へ
り
。
紅
の
御
衣
ど
も
の
、
言
ふ
に
世
の
常
な
る
袿
、
ま
た
張

り
た
る
ど
も
な
ど
を
、
あ
ま
た
奉
り
て
、
い
と
黒
う
つ
や
や
か
な
る
琵
琶
に
、

御
袖
を
う
ち
か
け
て
と
ら
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
だ
に
、
め
で
た
き
に
、
そ
ば
よ
り

御
額
の
ほ
ど
の
い
み
じ
う
白
う
め
で
た
く
け
ざ
や
か
に
て
、
は
づ
れ
さ
せ
た
ま

へ
る
。
人
に
さ
し
寄
り
て
、（
Ａ
）「
①
な
か
ば
隠
し
た
り
け
む
、
え
か
く
は
あ



一
二
〇

638

ら
ざ
り
け
む
か
し
。
あ
れ
は
た
だ
人
に
こ
そ
あ
り
け
め
」
と
言
ふ
を
、
道
も
な

き
に
、
分
け
ま
ゐ
り
て
申
せ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
て
、（
Ｂ
）「
②
別
れ
は
知
り

た
り
や
」
と
な
む
仰
せ
ら
る
る
も
、
い
と
を
か
し⑨
。

会
話
文
（
Ａ
）
は
清
少
納
言
の
発
話
で
「
顔
を
半
ば
隠
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う

「
琵
琶
行
」の
女
も
中
宮
様
ほ
ど
美
し
く
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
あ
の
女
は

庶
民
の
女
で
す
か
ら
」
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
線
部
①
は
「
琵
琶
行
」
の
「
猶
抱

琵
琶
半
遮
面
」（
猶
ほ
琵
琶
を
抱
き
て
半
ば
面
を
遮
る
。）
に
基
づ
い
て
い
る
。
七
十
七
段

の
よ
う
な
直
接
的
な
引
用
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
楽
器
と
し
て
の
琵
琶
が
登
場
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
然
「
琵
琶
行
」
に
関
わ
る
表
現
と
見
ら
れ
る
。
会
話
文

（
Ｂ
）
は
中
宮
定
子
の
発
話
で
、線
部
②
も
①
と
同
様
に
「
琵
琶
行
」
に
関
わ
る
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
「
琵
琶
行
」
の
ど
の
部
分
を
引
用
し
た
か
に
つ
い
て

は
明
確
と
は
言
い
難
い
。
会
話
文
（
Ｂ
）
の
意
味
と
し
て
は
、
小
林
美
和
子
の
言
う

「
夫
に
見
捨
て
ら
れ
た
も
同
然
の
生
活
を
し
て
い
る
女
の
悲
し
さ
を
理
解
し
て
い
る

の⑩
」
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
商
人
の
夫
と
の
離
別
を
、
こ
こ
で
定
子
は
強
調
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
も
は
や
音
楽
的
な
描
写
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
白
居
易
の
「
琵
琶

行
」
の
奏
者
の
女
を
、
清
少
納
言
が
「
た
だ
人
」
と
し
て
い
る
点
は
注
意
が
必
要
だ

ろ
う⑪
。
厳
密
に
言
え
ば
、「
琵
琶
行
」
の
奏
者
は
、
か
つ
て
「
妓
女
」
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
か
の
地
で
は
一
種
の
「
賤
民
」
で
あ
る⑫
。
で
あ
る
か
ら
、

日
唐
で
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、こ
の
人
物
は
中
宮
に
は
到
底
及
ば
な
い
ど
こ
ろ
か
、

本
来
、
清
少
納
言
に
も
近
づ
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。
楽
人
に
対
す
る
意
識
の
相
違
か

ら
来
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
清
少
納
言
が
唐
の
楽
人
の
身
分
の
あ
り
方

を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
中
宮
も
向
こ
う
の
実
態
は
知
る
わ
け
も
な
い
の

だ
か
ら
、
適
当
に
流
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ど
う
や
ら
、
こ
こ
で
は
中
宮
を
褒

め
た
た
え
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
「
琵
琶
行
」
の
描
写
を
利
用

し
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
唐
の
楽
人
に
対
す
る
理
解
な
ど
は
全
く
不
要
な
わ
け
で

あ
る
。

最
後
に
九
十
六
段
の
「
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
見
て
み
よ
う
。

職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
八
月
十
余
日
の
月
あ
か
き
夜
、
右
近
内
侍
に
琵
琶

ひ
か
せ
て
、
端
近
く
お
は
し
ま
す
。
こ
れ
か
れ
物
言
ひ
、
笑
ひ
な
ど
す
る
に
、

廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
物
も
言
は
で
候
へ
ば
、「
な
ど
、
か
う
音
も
せ
ぬ
。
物

言
へ
。
さ
う
ざ
う
し
き
に
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、「
た
だ
秋
の
月
の
心
を
見
は
べ

る
な
り
」
と
申
せ
ば
、「
さ
も
言
ひ
つ
べ
し
」
と
仰
せ
ら
る⑬
。

こ
れ
は
「
琵
琶
行
」
の
「
東
船
西
舫
悄
無
言
、
唯
見
江
心
秋
月
白
」（
東
船
西
舫　

悄
と
し
て
言
無
く
、唯
見
る　

江
心
に
秋
月
白
き
を
。）
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
楽
器
と
し
て
の
琵
琶
は
出
て
来
る
が
、
音
楽
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
中
宮

に
何
か
話
せ
と
言
わ
れ
た
の
で
、
そ
う
答
え
た
に
過
ぎ
な
い
。

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
琵
琶
行
」
受
容
の
特
徴
は
、琵
琶
と
い
う
楽
器
に
対
す
る

こ
だ
わ
り
に
あ
る
と
言
え
る
。
楽
器
と
し
て
の
琵
琶
が
ま
ず
作
品
場
面
に
表
わ
さ
れ

て
か
ら
、「
琵
琶
行
」
と
い
う
詩
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
定
子
周

辺
の
繁
栄
を
表
わ
す
一
種
の
舞
台
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
琵
琶

行
」
の
正
確
な
理
解
と
し
て
相
応
し
い
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
で
は
、

『
枕
草
子
』と
い
う
作
品
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
あ
ま
り
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
に
し
た

い
が
、
音
楽
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
楽
器
そ
の
も
の
と
「
琵
琶
行
」
の
字
面

の
間
に
あ
る
べ
き
は
ず
の
、
具
体
的
な
「
音
」
が
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
、
一
方
で
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
、「
琵
琶
行
」
の
中
に
あ
る
は
ず
の

「
音
」
に
対
す
る
無
関
心
は
、平
安
文
学
全
体
の
問
題
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
無
関
心
は
、
平
安
文
学
全
般
で
の
具
体
的
な
演
奏

描
写
の
脆
弱
さ
と
し
て
表
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
連
の
白
居
易
の
音
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楽
詩
と
比
べ
た
場
合
、
そ
の
脆
弱
さ
は
明
確
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
に
、
演
奏
描
写
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
楽
器
自
体
の
由
来
や
演
奏
者
の
人
格
、

ど
う
い
う
場
で
演
奏
し
た
か
、
周
り
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
な
ど
、
演
奏
行
為

の
周
辺
の
事
柄
を
書
き
尽
く
す
と
い
う
手
法
に
重
き
を
置
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
白
居
易
以
前
の
漢
詩
で
も
演
奏
の
周
辺
を
主
に
描
く
と
い
う
傾
向

が
あ
る
ら
し
い
の
で
、
こ
の
こ
と
は
日
本
側
だ
け
の
問
題
で
は
到
底
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
仮
に
平
安
期
の
日
本
の
白
詩
の
受
容
態
度
に
、
音
楽
描
写
を
積
極
的
に
理

解
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
も
う
少
し
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
以
降
の
日
本
文

学
に
お
け
る
音
楽
描
写
は
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

四
、
源
氏
物
語
か
ら
唐
物
語
へ

〔
明
石
の
入
道
〕「
聞
こ
し
め
さ
む
に
は
何
の
憚
り
か
は
べ
ら
ん
。
御
前
に
召
し

て
も
。
商
人
の
中
に
て
だ
に
こ
そ
、
古
ご
と
聞
き
は
や
す
人
は
は
べ
り
け
れ
。

琵
琶
な
む
、ま
こ
と
の
音
を
弾
き
し
づ
む
る
人
い
に
し
へ
も
難
う
は
べ
り
し
を
、

を
さ
を
さ
と
ど
こ
ほ
る
こ
と
な
う
な
つ
か
し
き
手
な
ど
筋
こ
と
に
な
ん
。
い
か

で
た
ど
る
に
か
は
べ
ら
ん
、
荒
き
浪
の
声
に
ま
じ
る
は
、
悲
し
く
も
思
う
た
ま

へ
ら
れ
な
が
ら
、
か
き
集
む
る
も
の
嘆
か
し
さ
、
紛
る
る
を
り
を
り
も
は
べ
り
」

な
ど
す
き
ゐ
た
れ
ば
、
を
か
し
と
思
し
て
、
箏
の
琴
と
り
か
へ
て
賜
せ
た
り
。

（
明
石
巻⑭
）

引
用
し
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ほ
ぼ
確
実
に
「
琵
琶
行
」
の
影
響
が
窺
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る⑮
。
線
部
に
つ
い
て
は
、『
奥
入
』
や
『
河
海
抄
』
な
ど
古
注
か
ら
の

指
摘
が
あ
る
が
今
は
そ
れ
を
省
略
す
る
。『
枕
草
子
』
同
様
、こ
こ
で
も
実
際
に
楽
器

と
し
て
の
琵
琶
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
実
際
の
琵
琶
を
物
語
に
挙
げ

て
、「
琵
琶
行
」
の
引
用
へ
と
進
む
手
法
は
そ
れ
で
良
い
の
だ
が
、
一
方
で
「
琵
琶

行
」
で
の
商
人
と
の
婚
姻
に
だ
け
目
が
行
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
、
結
局
は
白
居
易

の
作
り
上
げ
た
音
楽
描
写
は
こ
こ
で
も
役
立
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

そ
も
そ
も
漢
詩
と
い
う
も
の
は
、
和
歌
や
物
語
に
比
べ
て
潜
在
的
に
「
音
」
を
表

わ
す
の
に
都
合
の
よ
い
表
現
手
法
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
確
認
し
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。
押
韻
、
平
仄
と
ま
ず
詩
全
体
の
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
、
詩
そ
の
も
の
が
音

楽
的
で
あ
る
。
ま
た
、
擬
音
語
、
擬
態
語
の
機
能
に
も
優
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
機

能
性
を
、和
歌
や
物
語
に
組
み
入
れ
る
の
は
や
は
り
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、

こ
の
時
期
ま
で
に
琵
琶
演
奏
の
あ
り
方
が
日
本
と
中
国
と
で
い
く
ら
か
違
っ
て
い
た

可
能
性
も
指
摘
し
た
い
。『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
音
楽
は
、そ
れ
ら
の
ル
ー
ツ
の

多
く
が
大
陸
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
演
奏
に
あ
っ
て
は
こ
れ
は
す
で
に
日
本

音
楽
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
く
ら
「
琵
琶
行
」
の
音
楽
描
写
が

優
れ
て
い
よ
う
と
も
、
こ
れ
は
中
国
の
音
楽
で
あ
り
、
日
本
の
音
楽
の
実
態
を
表
わ

す
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「
琵
琶
行
」
の
「
音
」
が

響
か
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
と
も
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、『
唐
物
語
』
に
は
「
琵
琶
行
」
の
翻
案
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
を
引
用
し
た
い
。

昔
、
元
倭
十
五
年
の
秋
、
白
楽
天
罪
な
く
し
て
江
州
と
い
ふ
所
に
流
さ
れ
ぬ
。

次
の
年
の
秋
、
入
江
の
ほ
と
り
に
、
夜
、
友
を
送
り
け
り
。
松
風
、
波
の
音
、

身
に
染
む
夕
べ
、
憂
へ
の
涙
い
と
抑
へ
が
た
く
、
小
夜
も
更
け
ゆ
く
ほ
ど
、
空

澄
み
わ
た
る
月
の
光
、
波
に
し
た
が
へ
る
を
見
て
も
、
我
身
ひ
と
り
は
沈
ま
ざ

り
け
り
と
思
ひ
乱
れ
つ
つ
、
人
も
な
ぎ
さ
を
も
の
心
細
く
て
歩
み
行
く
に
、
波

の
上
は
る
か
に
、
琵
琶
の
調
べ
さ
ま
ざ
ま
に
聞
こ
え
て
、
掻
き
合
は
せ
な
ど
の

あ
り
さ
ま
、
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
ほ
ど
な
り
。
こ
れ
を
聞
く
に
あ
や
し
き
心
抑
へ

が
た
し⑯
。
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線
部
が
琵
琶
の
演
奏
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
引
用
し
た
「
琵
琶
行
」
の

演
奏
描
写
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
簡
素
で
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
。
も
っ
と
も

『
唐
物
語
』
は
「
琵
琶
行
」
の
「
翻
訳
」
で
は
な
い
の
で
、そ
の
内
実
は
変
容
し
て
当

然
で
あ
る
の
だ
が
、
白
居
易
の
目
指
し
た
音
楽
表
現
と
は
全
く
異
な
る
も
の
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。『
唐
物
語
』
に
と
っ
て
、音
楽
や
琵
琶
と
い
う
楽
器
は
あ
く
ま
で

副
次
的
な
素
材
な
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
小
峰
和
明
が
指
摘
す
る
よ
う

に⑰
、『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
・
明
石
両
巻
に
お
け
る
情
景
や
情
感
に
近
し
い
よ
う
で
あ

る
。次

に
、
こ
の
女
の
発
話
を
見
て
み
る
。

「
我
は
こ
れ
商
人
の
妻
な
り
。
昔
、
よ
は
ひ
十
三
に
て
、
琵
琶
を
習
ひ
得
た
る

こ
と
世
に
す
ぐ
れ
た
り
き
。
帝
の
御
前
に
て
一
た
び
調
べ
し
に
、
百
の
御
引
き

出
で
も
の
を
賜
ひ
き
。
ま
た
色
か
た
ち
に
め
で
て
、
見
る
人
、
聞
く
人
、
さ
な

が
ら
思
ひ
を
か
け
、
心
を
尽
せ
り
き
。
し
か
れ
ど
も
春
過
ぎ
て
秋
暮
れ
て
、
み

め
か
た
ち
、
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
衰
へ
に
し
か
ば
、
世
に
経
る
力
う
せ
は
て
て
、

せ
ん
か
た
な
く
な
り
に
し
よ
り
、
商
人
に
契
り
を
結
び
て
、
こ
の
国
の
民
と
な

れ
り
。
商
人
、
情
け
な
け
れ
ば
、
我
を
惜
し
む
こ
と
い
と
浅
し
。
我
を
ね
ん
ご

ろ
に
せ
ね
ば
、
出
で
て
往
ぬ
る
後
、
立
ち
帰
る
思
ひ
お
こ
た
り
ぬ
。
帰
る
ほ
ど

遅
け
れ
ば
、
み
づ
か
ら
待
た
ず
し
も
あ
ら
ず
。
か
か
る
ま
ま
に
た
だ
む
な
し
き

舟
を
守
り
つ
つ
、
秋
の
月
の
す
さ
ま
じ
き
を
の
み
見
る
」
と
言
へ
り⑱
。

自
ら
の
出
自
を
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
簡
略
で
あ
る
。『
唐
物
語
』

で
は
、
唐
代
の
楽
制
な
ど
知
る
す
べ
も
な
く
、
曖
昧
な
ま
ま
に
留
め
て
い
る
。
ま
た
、

後
半
で
は
「
商
人
の
妻
」
で
あ
る
こ
と
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
故
の
孤

独
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ
は
本
詩
以
上
に
饒
舌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
商
人
の
妻
」

が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
源
氏
物
語
』
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
広

く
平
安
時
代
に
お
け
る
受
容
上
の
着
地
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
夫
と
の

離
別
と
、
最
後
の
「
秋
の
月
」
に
つ
い
て
は
『
枕
草
子
』
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

『
唐
物
語
』
の
場
合
、
本
詩
「
琵
琶
行
」
の
受
容
で
あ
る
と
同
時
に
、『
枕
草
子
』

や
『
源
氏
物
語
』
の
受
容
と
し
て
も
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
た
っ
て

日
本
型
の
「
琵
琶
行
」
の
す
べ
て
が
披
露
さ
れ
、
完
成
を
見
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
完
成
は
本
詩
「
琵
琶
行
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
中
間

に
あ
る
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
手
法
よ
り
も
、
稚
拙
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
構
想
の
上
で
も
表
現
の
上
で
も
同
様
に

言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
平
安
時
代
後
期
以
降
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
や
『
松
浦
宮
物
語
』、
ま
た

『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
以
前
の

物
語
が
避
け
て
来
た
彼
の
地
を
実
際
に
描
く
と
い
う
方
法
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、『
松
浦
宮
物
語
』
が
七
絃
琴
の
修
得
を
描
く
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
音
楽

描
写
が
そ
れ
な
り
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
一
つ
と
し
て
こ
の

物
語
を
理
解
し
た
場
合
、
こ
の
翻
案
も
単
な
る
「
琵
琶
行
」
の
受
容
で
は
な
く
、
時

代
の
求
め
た
再
創
造
の
営
為
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
翻
案
の
同
時

代
に
お
け
る
読
者
は
、
大
陸
に
大
き
な
夢
を
馳
せ
た
に
違
い
な
い
し
、
物
語
の
情
感

は
そ
れ
な
り
に
心
を
打
つ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
そ
こ
に
唐
の
琵
琶
の
実
際

の
音
色
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
、「
音
楽
」
の
伝
来
と
「
文
学
」
の
伝
来

本
稿
で
は
「
琵
琶
行
」
の
平
安
期
の
受
容
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
詩
「
琵
琶
行
」

と
い
う
の
は
、
音
楽
的
な
内
容
も
含
む
文
学
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
は
音
楽
と
文
学
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
形
式
と
内
容
を
持
つ
文
化
的

素
材
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
ず
、
音
楽
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
音
楽
は
そ
の
伝
来
に
大
き
な
労
力
を
要
し
、

ま
た
時
間
も
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
で
こ
そ
、
録
音
技
術
、
録
画
技
術
、
ま
た

メ
デ
ィ
ア
の
発
達
に
よ
っ
て
、
様
々
な
演
奏
を
聴
い
た
り
、
見
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
古
代
日
本
で
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
音
楽
教
育
の
制
度
や
環

境
も
現
在
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
正
倉
院
に
多
く
の
伝

来
楽
器
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
時
代
に
十
分
な
演
奏
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う

と
、
大
い
に
疑
わ
し
い
。
例
え
ば
、
光
源
氏
が
七
絃
琴
を
い
と
も
簡
単
に
演
奏
す
る

の
を
読
ん
で
、
こ
の
時
代
の
貴
族
に
こ
の
楽
器
の
演
奏
が
で
き
た
か
と
言
え
ば
、
こ

れ
も
疑
わ
し
い
わ
け
で
あ
る
。
中
国
の
宮
中
音
楽
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
、
ま

た
意
識
的
に
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
の
二
度
の
遣
唐
使
の
頃
を
待
た

な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う⑲
。
そ
れ
さ
え
も
、
中
国
宮
中
音
楽
全
体
の
導
入
で
は
な

く
、
日
本
に
見
合
っ
た
内
容
の
引
き
抜
き
が
そ
の
実
態
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
琵

琶
と
い
う
楽
器
は
日
本
に
伝
来
し
、
ま
た
定
着
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
と
演
奏

の
中
身
ま
で
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
ま
た
別
の
話
で
あ
る
。

一
方
、
文
学
作
品
は
言
う
ま
で
も
な
く
文
字
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
音
楽
に
比
べ

て
、
圧
倒
的
に
再
現
性
が
高
い
。
ま
た
、
漢
字
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
、
あ
る
程
度
、

自
由
に
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
文
字
、
文
献
、
書
物
、
こ
れ
ら
は
再
現
性
が

高
い
の
で
、
伝
播
力
も
非
常
に
高
い
の
で
あ
る
。
コ
ピ
ー
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
保

存
性
も
高
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
音
楽
の
方
が
い
か
に
一
回
性
の
も
の

で
あ
り
、
保
存
性
の
低
い
か
が
理
解
さ
れ
る
。
文
学
と
音
楽
は
、
全
く
性
質
の
違
う

文
化
的
素
材
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
性
質
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
は
お
互
い
を
引
き

合
う
力
が
あ
る
ら
し
い
。
歌
謡
の
歌
詞
で
あ
っ
た
り
、
音
楽
の
テ
ー
マ
（
主
旨
）
で

あ
っ
た
り
、
音
楽
の
中
に
文
学
が
包
含
さ
れ
る
形
、
あ
る
い
は
逆
に
文
学
作
品
の
中

に
音
楽
が
描
か
れ
る
形
な
ど
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
琵
琶
行
」
は
後
者
の
形
態
で
あ

る
。

「
琵
琶
行
」
の
平
安
期
で
の
受
容
を
考
え
る
と
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
文
学
的
な
受
容

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
音
楽
に
つ
い
て
深
く
知
ろ
う
と
い
う
前
提
は
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
け
れ
ど
も
、『
枕
草
子
』
の
例
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
琵

琶
と
い
う
楽
器
の
演
奏
描
写
と
交
え
て
「
琵
琶
行
」
が
表
わ
さ
れ
る
点
な
ど
は
、
必

ず
し
も
す
べ
て
が
文
学
的
な
受
容
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
詩
の
「
琵
琶
行
」
は
文
学
か
ら
音
楽
に
回
帰
す
る
回
路
を
内
包
し

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。「
琵
琶
行
」
に
は
、
琵
琶
と
い
う
楽
器
の
存
在
を
強
調

し
、
そ
の
演
奏
を
誘
発
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
琵
琶
演
奏
も
唐
代
の
本
場
の
演
奏
と
は
違
っ
て
い
た
わ
け
だ

か
ら
、
そ
の
文
学
的
表
現
は
熟
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
琵
琶
が
あ
る
、
た
だ
音
が
あ

る
、
と
い
っ
た
程
度
の
描
写
へ
と
結
局
は
引
き
戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

文
学
的
な
受
容
を
も
っ
て
「
琵
琶
行
」
を
見
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
音
楽
そ
の
も
の
を
無
視
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
接
点
を
探
る
こ
と
で
、
文
学
的
に
も
見
え
て
来
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
多
い
の
で

あ
ろ
う
か
ら
。
た
だ
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
文
字
の
広
が
る
速
さ
と
濃
さ
よ
り

も
、
音
楽
の
そ
れ
が
圧
倒
的
に
遅
く
、
薄
い
と
い
う
こ
と
も
明
確
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
辺
り
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
日
本
の
場
合
、
中
国
か
ら
の
音
楽

的
な
影
響
が
極
め
て
強
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
音
楽
と
い
う
も
の
は
伝
来
さ
れ

る
」
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
自
然
な
状
態
に
あ
っ
た
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
日
本
文
学

に
お
け
る
音
楽
的
研
究
は
、
そ
の
伝
来
の
あ
り
方
、
特
に
修
得
の
「
可
能
性
」、
及
び

「
不
可
能
性
」
を
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
字
は
コ
ピ
ー
さ
れ
、基
本
的
に
は
そ

の
ま
ま
再
現
さ
れ
る
が
、
音
楽
は
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

相
違
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
は
「
琵
琶
行
」
の
本
詩
と
受
容
作
品
を
見
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
本
詩
の
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
演
奏
描
写
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、
か
つ
音
楽

伝
来
の
「
不
可
能
性
」
を
抱
え
込
ん
だ
受
容
作
品
の
独
自
の
感
性
も
見
る
に
値
す
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
不
可
能
性
」
を
認
め
、
そ
こ
を
そ
れ
な
り
に
乗
り
越
え
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た
と
こ
ろ
に
、「
琵
琶
行
」
の
日
本
で
の
命
脈
は
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
日
本
の
伝
統

楽
器
の
一
つ
で
あ
る
琵
琶
と
い
う
楽
器
の
普
及
や
発
展
に
も
幾
ば
く
か
の
助
け
と

な
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
は
、
本
邦
に
お
い
て
は
文

学
と
音
楽
の
双
方
に
対
し
、
大
き
な
文
化
的
刺
激
を
与
え
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

六
、
ま
と
め
に
か
え
て

前
稿
な
ら
び
に
本
稿
を
通
し
て
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
述
べ
る
と
、
日
本
古
典
文
学

に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
受
容
の
も
と
に
な
っ
て
い
る

漢
籍
の
該
当
箇
所
を
探
す
こ
と
が
従
前
で
は
多
く
、
加
え
て
構
想
上
の
受
容
に
つ
い

て
重
き
を
置
く
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
見
て
と
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
基
本
作
業
と
構

想
論
に
も
関
わ
る
広
い
意
味
で
の
引
用
論
は
、
当
然
、
考
察
す
る
べ
き
重
要
な
課
題

に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
に
な
っ
て
い
る
漢
籍
自
体
の
抱
え
る
問
題
に

つ
い
て
は
や
や
距
離
を
伴
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
文

学
と
中
国
文
学
の
研
究
領
域
上
の
問
題
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
今
後
は
こ

う
し
た
こ
と
も
共
同
で
考
察
し
て
い
く
方
向
で
あ
る
べ
き
だ
し
、
既
に
そ
の
流
れ
は

生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

外
国
文
学
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
河
の
水
が
流
れ
る
よ
う
に
均
等
に
受
容

が
進
む
わ
け
で
は
な
い
。
受
容
の
選
択
や
独
自
の
理
解
、
あ
る
い
は
受
容
と
は
も
は

や
言
い
得
な
い
再
創
造
な
ど
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
仕
組
み
な
り
仕
掛
け
な
り
が
か

な
り
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
全
体
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
は
多
く
の
困
難

を
伴
う
。「
琵
琶
行
」も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
文
学
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
い

つ
か
ま
た
こ
の
詩
に
つ
い
て
考
え
る
時
が
来
る
の
を
密
か
に
望
ん
で
い
る
。

注①　
「
霓
裳
羽
衣
曲
」
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
寛
一
「「
長
恨
歌
の
研
究
」（
六
）
│
霓
裳
羽

衣
の
曲
を
中
心
と
し
て
│
」『
江
戸
川
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
四
号
（
一
九
九
九
）

に
詳
し
い
。
遠
藤
論
文
は
、
漢
籍
の
考
察
に
留
ま
ら
ず
、『
十
訓
抄
』
な
ど
日
本
の
文

学
作
品
に
も
目
配
り
を
し
て
い
る
。

②　
『
新
唐
書
』「
礼
楽
志
」
に
「
帝
又
作
文
成
曲
、
與
小
破
陣
楽
更
奏
之
。
其
後
、
河
西

節
度
使
楊
敬
忠
獻
霓
裳
羽
衣
曲
十
二
遍
、
凡
曲
終
必
拠
、
唯
霓
裳
羽
衣
曲
将
畢
、
引
声

益
緩
。」（
中
華
書
局
、
第
二
冊
、
巻
二
二
、四
七
六
頁
）

③　

渡
辺
信
一
郎
「
雅
楽
の
来
た
道
│
遣
唐
使
と
音
楽
」『
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研
究
セ
ン

タ
ー
年
報
』
二
号
（
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④　

白
文
と
訓
読
は
『
新
釈
漢
文
大
系
』
に
よ
っ
た
が
、漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
ま

た
、
る
び
も
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。（
二
下
巻
、
八
四
四
頁
）

⑤　
「
琵
琶
行
」
の
演
奏
描
写
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「「
琵
琶
行
」
の
音
楽
史
的
考
察
│
楽

器
、
楽
人
、
楽
制
を
踏
ま
え
つ
つ
│
」『
白
居
易
研
究
年
報
』
一
三
号
を
参
照
さ
れ
た

い
。

⑥　

白
居
易
の
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、中
純
子
「
白
居
易
の

詩
に
見
え
る
音
の
世
界
」『
詩
人
と
音
楽　

記
録
さ
れ
た
唐
代
の
音
』（
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
八
）、谷
口
高
志
「
唐
詩
の
音
楽
描
写
│
そ
の
類
型
と
白
居
易
「
琵
琶
引
」
│
」

『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
六
集
（
二
〇
〇
四
）、谷
口
高
志
「
白
居
易
の
詩
歌
に
お
け
る

音
楽
描
写
と「
通
感
」│
あ
る
い
は
知
覚
を
め
ぐ
る
美
意
識
の
諸
相
に
つ
い
て
│
」『
白

居
易
研
究
年
報
』
七
号
（
二
〇
〇
六
）、
中
木
愛
「
白
居
易
の
音
楽
描
写
に
お
け
る

「
音
」
の
要
素
の
盛
り
込
み
方
」『
白
居
易
研
究
年
報
』
七
号
（
二
〇
〇
六
）、
中
木
愛

「
音
楽
表
現
の
類
型
│
白
居
易
の
音
楽
表
現
の
特
徴
を
探
る
て
が
か
り
と
し
て
│
」『
中

国
学
研
究
論
集
』
一
六
号
（
二
〇
〇
六
）、
中
木
愛
「
白
居
易
の
音
楽
描
写
の
土
壌
│

中
唐
ま
で
の
音
楽
描
写
に
つ
い
て
│
」『
中
国
学
研
究
論
集
』
一
七
号
（
二
〇
〇
六
）、

中
木
愛
「
白
居
易
と
琵
琶
│
「
琵
琶
引
」
の
表
現
を
手
が
か
り
と
し
て
│
」『
中
国
学

研
究
論
集
』
一
八
号
（
二
〇
〇
七
）、
中
木
愛
「
元
白
の
音
楽
描
写
と
そ
の
相
関
関
係

│
中
唐
に
お
け
る
音
楽
描
写
の
盛
り
上
が
り
│
」『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
五
一
号

（
二
〇
〇
七
）
な
ど
が
あ
る
。

⑦　
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
琵
琶
に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
一
）
の
二
一
四
頁
か
ら
二
一
八
頁
（「「
琵
琶
の
こ
と
」
に
つ
い
て
」・
磯
水
絵



一
二
五

「
琵
琶
行
」
の
音
楽
史
的
考
察
（
続
）

643

担
当
）
が
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

⑧　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
以
下
も
同
様
。
一
三
三
頁
〜
一
三
四
頁
。

⑨　

一
七
七
頁
〜
一
七
八
頁
。

⑩　

小
林
美
和
子
「「
別
れ
は
知
り
た
り
や
」
と
琵
琶
行
│
枕
草
子
94
段
考
│
」（『
国
文

学
攷
』
一
一
七
号
、
一
九
八
八
）
よ
り
引
用
し
た
。

⑪　

鄭
順
粉
「「
上
の
御
局
の
御
簾
の
前
に
て
」
段
の
漢
詩
文
の
引
用
方
法
」『
枕
草
子　

表
現
の
方
法
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
）
に
は
「
こ
の
よ
う
に
、
当
該
の
清
少
納
言

の
言
葉
に
お
い
て
は
、「
琵
琶
行
」
の
女
が
、
当
時
の
一
般
的
な
概
念
で
あ
る
「
遊
女
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、「
妓
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
つ
ま
り
、
清
少
納
言
の
言
葉
に
お
け
る
「
た
だ

人
」
と
い
う
言
辞
の
背
後
に
は
、「
遊
女
」
の
よ
う
な
下
賤
な
部
類
で
は
な
く
、
中
宮

定
子
に
対
す
る
臣
下
と
い
う
意
味
の
「
妓
女
」（
内
教
坊
の
妓
女
・
五
節
舞
姫
）
の
存

在
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
鄭
論
文
は
本
章
段
を
考
え
る
上
で
非
常
に

示
唆
的
な
内
容
で
あ
る
が
、一
方
で
日
中
間
の
芸
能
者
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
に
関

わ
る
問
題
に
も
敷
衍
す
る
も
の
と
言
え
る
。
鄭
論
文
は
最
後
に
「
つ
ま
り
、枕
草
子
の

「
場
」
に
お
い
て
漢
詩
文
引
用
が
機
知
と
し
て
成
り
立
ち
得
た
要
因
は
、
単
に
「
場
」

に
合
う
漢
詩
文
の
句
を
導
入
す
る
こ
と
で
は
な
く
、そ
の
漢
詩
文
を
如
何
に
「
場
」
に

合
わ
せ
る
か
、
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
、
枕
草
子

の
漢
詩
文
受
容
の
特
徴
が
、
漢
詩
文
の
あ
ら
わ
す
意
味
の
世
界
へ
の
接
近
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
世
界
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
す
る

が
、
こ
れ
も
全
く
同
感
で
あ
る
。

⑫　

注
⑤
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬　

一
九
四
頁
。

⑭　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
二
巻
二
四
三
頁
。

⑮　
『
源
氏
物
語
』
と
「
琵
琶
行
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
黒
川
洋
一
「『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
「
琵
琶
行
」
の
投
影
│
「
桐
壺
」
野
分
の
段
に
お
け
る
月
光
描
写
を
め
ぐ
っ

て
│
」『
日
本
文
芸
の
研
究
│
實
方
博
士
古
稀
記
念
論
集
│
』（
桜
楓
社
、一
九
七
八
）、

新
間
一
美
「
源
氏
物
語
と
白
詩
│
明
石
巻
に
お
け
る
「
琵
琶
行
」
の
受
容
を
中
心
に

│
」『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
）、
岡
部
明
日
香
「
若

菜
下
巻
の
女
楽
と
白
居
易
の
音
楽
観
に
つ
い
て
│
『
琵
琶
行
』
受
容
と
「
正
声
」
の
思

想
│
」『
源
氏
物
語
と
白
氏
文
集
』（
新
典
社
、
二
〇
一
二
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
黒

川
論
文
は
「
琵
琶
行
」
の
桐
壺
巻
へ
の
投
影
を
指
摘
し
、ま
た
新
間
論
文
は
明
石
巻
の

場
面
を
「
引
用
」
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、物
語
の
構
想
へ
の
影
響
を
指
摘
し
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、岡
部
論
文
は
若
菜
巻
の
女
楽
に
「
琵
琶
行
」
の
影

響
を
見
る
点
で
斬
新
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

⑯　

本
文
は
小
林
保
治
編
著
『
唐
物
語
全
釈
』（
笠
間
書
院
、一
九
九
八
）
に
よ
っ
た
が
、

適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。
以
下
も
同
様
。
八
頁
。

⑰　

小
峰
和
明
「『
唐
物
語
』
の
表
現
と
藤
原
成
範
」『
院
政
期
文
学
論
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑱　

八
頁
〜
九
頁
。

⑲　

拙
稿
「
遣
唐
使
と
七
絃
琴
│
歴
史
と
文
学
の
間
か
ら
」『〈
琴
〉
の
文
化
史　

東
ア
ジ

ア
の
音
風
景
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
を
、
二
〇
一
二
年
六
月
四
日
に
逝
去
し
た
父
・
原
武
嗣
に
捧
げ
た
い
。
父

は
美
術
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
音
楽
（
芸
術
）
詩
を
扱
え
た
こ
と
に
、同
じ
表

現
者
と
し
て
喜
び
を
感
じ
る
。
ま
た
、こ
の
よ
う
な
執
筆
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
中

西
健
治
先
生
に
も
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）


