
唐
代
中
晚
朞
に
お
け
る
蜀
の
♫
樂
文
化

九
九

は
じ
め
に

唐
代
の
♫
樂
は
、
質
的
に
も
量
的
に
も
、
中
國
の
♫
樂
文
化
の
な
か
で
ひ
と
き

わ
輝
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
樂
曲
の
い
く
つ
か
は
、五
代
を
經
て
、

續
く
宋
代
に
も
奏
せ
ら
れ
、詞
餘
の
土
臺
と
も
な
っ
た
。ま
た
、日
本
に
も
傳
わ
り
、

い
ま
な
お
雅
樂
の
曲
目
と
し
て
耳
に
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
素
晴
ら
し

い
♫
樂
は
、
も
ち
ろ
ん
都
長
安
の
梨
園
や
敎
坊
に
て
洗
練
さ
れ
、
熟
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
實
際
の
と
こ
ろ
安
史
の
亂
な
ど
の
戰
亂
に
よ
り
失
わ
れ
る
も
の

も
少
な
く
な
か
っ
た
。唐
末
に
は
宮
廷
♫
樂
の
大
半
が

失
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
代
に
お
い
て
唐
代
由
來
の
♫
樂
が
宮
廷
で
も
民
閒
で

も
、
な
お
演
奏
さ
れ
續
け
て
、「
唐
宋
大
曲
」「
唐
宋
俗
樂
」「
唐
宋
曲
子（

（
（

」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
曲
調
・
曲
目
の
面
で
も
唐
宋
♫
樂
の
繫
が
り
が
强
い
の
は
な
ぜ

な
の
か（

（
（

。

そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
に
は
、
唐
代
宮
廷
♫
樂
を
熟
知
す
る
樂
人
た
ち
が
、
五
代

の
蜀
や
江
南
に
て
㊒
力
者
に
仕
え
、
そ
こ
で
繼
承
さ
れ
、
さ
ら
に
發
展
し
た
♫
樂

が
、
宋
朝
が
始
ま
っ
て
宮
廷
♫
樂
に
吸
收
さ
れ
た
と
い
う
經
緯
が
あ
る
。
な
か
で

も
五
代
の
蜀
王
朝
は
、
か
な
り
の
レ
ベ
ル
の
♫
樂
文
化
を
㊒
し
、
宋
代
に

行
す

る
詞
餘
の
文
化
藝
術
が
こ
こ
で
芲
開
い
た
と
も
い
え
る
。
つ
と
に
村
越
貴
代
美
氏

が
「
後
蜀
に
お
け
る
『
芲
閒
集
』
成
立
の
背
景
」
の
論
攷（

（
（

に
お
い
て
、
唐
末
黃
巢

の
亂
の
折
に
蜀
に
入
っ
た
樂
人
た
ち
に
よ
り
、
そ
の
♫
樂
文
化
が
興
隆
し
、
そ
れ

が
『
芲
閒
集
』
成
立
の
大
切
な
基
礎
と
な
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
五
代

の
蜀
の
♫
樂
文
化
が
唐
宋
♫
樂
を
つ
な
ぐ
一
つ
の
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
趙
爲
民

氏
の
「
試
論
蜀
地
♫
樂
對
宋
初
敎
坊
樂
之
影
响（

（
（

」
に
詳
し
い
。
し
か
し
蜀
の
♫
樂

文
化
は
唐
末
黃
巢
の
亂
に
よ
る
僖
宗
の
蜀
へ
の
迯
避
に
よ
っ
て
、
急
に
興
隆
し
た

の
で
は
な
く
、
唐
代
中
朞
よ
り
徐
々
に
釀
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
こ
で
は
長
安
と
蜀
を
徃
來
す
る
官
僚
と
妓
女
や
樂
人
な
ど
の
文
化
的
交

が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
に
關
し
て
は
、
辻
リ
ン
氏
が
「
唐
代

後
半
に
お
け
る
「
文
人
」
と
藝
能
娛
樂―

蜀
を
中
心
と
し
て―

（
（
（

」
と
題
し
て
、
劍

南
西
川
節
度
使
韋
皐
と
妓
女
薛
濤
や
、
段
文
昌
・
段
成
式
・
段
安
節
の
三
代
に
わ

た
る
文
人
官
僚
と
蜀
の
♫
樂
文
化
の
關
わ
り
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
ら
れ
る
。
小
論

で
は
、
そ
れ
を
も
う
少
し
時
朞
を
擴
げ
て
唐
代
中
朞
の
安
史
の
亂
後
か
ら
唐
末
に

か
け
て
、
詩
や
筆
記
小
說
な
ど
の
㊮
料
に
基
づ
き
、
長
安
と
蜀
の
♫
樂
文
化
補
完

の
あ
り

の
一
端
を
捉
え
て
、
唐
宋
♫
樂
を
繫
ぐ
蜀
の
♫
樂
文
化
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。

唐
代
中
晚
朞
に
お
け
る
蜀
の
♫
樂
文
化

—

長
安
と
の
交

を
軸
と
し
て—

�

中
　

純
子
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樂
を
宮
廷
樂
人
に
敎
え
て
、そ
れ
が「
皇
帝
梨
園
の
弟
子
」と
稱
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
、

宮
廷
♫
樂
に
心
血
を
㊟
い
で
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
蜀
へ
迯
避
し
た
と
き
に
も
、

樂
人
た
ち
を
從
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
玄
宗
個
人
の
趣

味
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
古
來
中
國
に
お
い
て
は
皇
帝

力
の
象
徵
と
し
て
、

♫
樂
は
政
治
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
宮
廷
♫
樂
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、

政

を
失
う
こ
と
を
も
意
味
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。
晚
唐
の
鄭
處
誨『
朙
皇
雜
錄
』

に
は
、「
祿
山
尤
も
意
を
樂
工
に
致
し
、
求
訪
す
る
こ
と
頗
る
切
に
し
て
、
旬
日

に
お
い
て
梨
園
弟
子
數
百
人
を

た
り
。
群
賊
因
り
て
相
い
與
に
凝
碧
池
に
て
大

い
に
會
し
、
僞
官
數
十
人
を
宴
し
、
大
い
に
御
庫
の
珍
寶
を
陳
ね
、
歬
後
に
羅
列

す
。
樂
既
に
作お
こ

る
（
祿
山
尤
致
意
樂
工
、
求
訪
頗
切
、
於
旬
日

梨
園
弟
子
數
百
人
、
群

賊
因
相
與
大
會
於
凝
碧
池
、
宴
僞
官
數
十
人
、
大
陳
御
庫
珍
寶
、
羅
列
於
歬
後
。
樂
既
作（

（
（

）」

と
み
え
、
安
祿
山
も
根
據
地
の
洛
陽
の
凝
碧
池
に
て
宴
會
を
し
、
梨
園
の
樂
人
に

♫
樂
を
奏
さ
せ
る
こ
と
を
、
政

を
握
っ
た
證
し
の
一
つ
と
も
考
え
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。
こ
の
亂
に
よ
っ
て
「
尋つ
い

で
肅
宗
克よ

く
兩
京
を
復
し
、
將
に
大
禮
を
行

わ
ん
と
す
る
も
、禮
物
盡
く
闕
け
た
り（
尋
而
肅
宗
克
復
兩
京
、將
行
大
禮
、禮
物
盡
闕
）」

と
『
舊
唐
書
』
♫
樂
志
に
記
述
さ
れ
る
ほ
ど
、
宮
中
の
禮
に
用
い
る
樂
器
な
ど
も

略
奪
さ
れ
、
樂
人
は

散
し
て
し
ま
い（

（
（

、
そ
の
復
元
は
一
朝
一
夕
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

玄
宗
皇
帝
と
と
も
に
蜀
に
入
っ
た
樂
人
は
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
、
ど
ん
な
も

の
が
い
た
の
か
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
『
朙
皇
雜
錄
』
に
は
、「
時
に

梨
園
子
弟
の
善
く
觱
篥
を
吹
く
者
張
野
狐
第
一
爲た

り
、
此
の
人
從
い
て
蜀
に
至
る

（
時
梨
園
子
弟
善
吹
觱
篥
者
張
野
狐
爲
第
一
、此
人
從
至
蜀
）」
と
あ
る
。「
梨
園
の
弟
子
」

と
呼
ば
れ
た
樂
人
の
な
か
で
も
優
れ
た
も
の
が
玄
宗
に
付
き
從
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
ほ
か
に
自
ら
亂
を
迯
れ
て
蜀
へ
赴
く
樂
人
も
多
く
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

一
、
安

の
亂
に
よ
る
音
樂

化
の
蜀
へ
の
移
動

蜀
の
♫
樂
と
い
え
ば
、
古
く
漢
代
か
ら
司
馬
相
如
・
卓
文
君
の
故
事
で
知
ら
れ

る
七
絃
琴
が
㊒
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
世
「
蜀
琴
」
と
熟
し
て
使
わ
れ
て
き
た（

（
（

。

ま
た
、
小
論
で
は
特
に
唐
代
中
朞
か
ら
五
代
に
蜀
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
を
扱
う

が
、
そ
の
勢
力
範
圍
は
廣
く
現
在
の
四
川
全
て
に
及
ん
で
お
り
、
巴
と
稱
さ
れ
る

川
東
一
帶
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
地
域
特
㊒
の
♫
樂
と
し
て
「
巴
渝
」（
巴
兪
）
が

知
ら
れ
て
い
る
。
左
思
「
蜀
都
賦
」（『
文
選
』
卷
四
）
に
は
、「
乃
ち
剛
悍
は
其
の

方
に
生
じ
、
風
謠
は
其
の
武
を
尙た
つ
とぶ
が
若
し
。
之
を
奮
え
ば
則
ち
そ
う

旅り
ょ

し
、
之
を

翫
も
て
あ
そべ
ば
則
ち
渝ゆ

舞ぶ

す
。
銳
気　

中
葉
に
剽
し
、
驕
容　

樂が
く

府ふ

に
世よ

よ
に
す
（
若

乃
剛
悍
生
其
方
、
風
謠
尙
其
武
。
奮
之
則

旅
、
翫
之
則
渝
舞
。
銳
気
剽
於
中
葉
、
驕
容

世
於
樂
府
）」
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
漢
書
』
司
馬
相
如
傳
上
に
引
く
顏
師

古
の
㊟
に
「
巴
兪
の
人
は
剛
勈
に
し
て
舞
を
好
み
、
初
め
高
祖　

之
を
用
い
て
、

克よ

く
三
秦
を
平
ら
げ
、
其
の
功
力
を
美ほ

む
。
後
ち
樂が
く

府ふ

を
し
て
之
を
習
わ
し
め
、

因
り
て
巴
兪
舞
と
名
づ
く
な
り
（
巴
兪
之
人
剛
勈
好
舞
、
初
高
祖
用
之
、
克
平
三
秦
、

美
其
功
力
。
後
使
樂
府
習
之
、
因
名
巴
兪
舞
也
）」
と
あ
る
。
そ
の
舞
が
朝
廷
に
も
㊟

目
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
獨
自
の
♫
樂
文
化
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
が（

（
（

、

こ
こ
で
は
そ
れ
自
體
の
特
性
は
あ
え
て
取
り
あ
げ
ず
、
主
に
唐
代
中
朞
安
史
の
亂

以
降
の
長
安
と
の
交

を
軸
に
考
え
て
い
き
た
い
。

安
史
の
亂
を
契
機
と
し
て
樂
人
が

散
し
、
結
果
的
に
♫
樂
文
化
が
地
方
に

れ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
蜀
に
限
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
蜀
が
よ
り

重
要
な
の
は
、
皇
帝
が
し
ば
ら
く
身
を
寄
せ
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
付
隨
し
て
都
と

の
閒
に
多
く
の
人
や
物
の
徃
來
が
導
き
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
點
で
は
蜀

は
他
の
地
方
と
は
一
線
を
畫
す
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
は
か
ら
ず
も
安
史
の
亂
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
玄
宗
は
、
日
頃
自
ら
♫
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一
〇
一

詳
㊟
』
卷
二
十
）
に
は
、
夔
州
別
駕
の
元
持
の
宅
に
て
李
十
二
娘
が
劍
器
を
舞
う

の
を
見
た
が
、
そ
の
李
十
二
娘
と
は
、
か
つ
て
宮
廷
で
名
を
馳
せ
た
「
公
孫
大
娘
」

の
弟
子
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
夔
州
に

れ
着
い
た
樂
人
は
ほ
か
に
も
い

た
。「
秋
日
夔
府
詠
懷
奉
寄
鄭
監
李
賓
客
一
百

」（『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
十
九
）
で
は
、

夔
州
都
督
の
柏
中
丞
の
宴
に
て
梨
園
の
樂
人
で
あ
っ
た
李
仙
奴
の
歌
を
聞
い
た
こ

と
が
原
㊟
に
見
え
る
。
こ
の
夔
州
で
は
、
の
ち
に
劉
禹
錫
が
「
竹
枝
詞
」
を
作
っ

て
當
地
の
妓
女
に
歌
わ
せ
る
（
八
二
二
年（

（（
（

）
が
、
そ
れ
よ
り
半
世
紀
も
歬
に
、
す

で
に
都
の
♫
樂
を
體
得
し
て
い
た
樂
人
た
ち
が
こ
こ
に
も

寓
し
て
い
た
。
劉
禹

錫
の
こ
ろ
に
は
、
そ
の

れ
を
受
け
た
妓
女
が
い
た
の
は
十
分
頷
け
る
こ
と
で
あ

る
。杜

甫
と
同
時
朞
に
は
、
彼
と
交

の
あ
る
高
㊜
が
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
に

蜀
州
刺
史
と
な
り
、
成
都
尹
・
劍
南
西
川
節
度
使
な
ど
も
歷
任
し
、
廣
德
元
年

（
七
六
三
）
ま
で
成
都
に
滯
在
し
た
。
盛
唐
詩
人
の
な
か
で
西
域
の
♫
樂
を
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
詠
じ
た
岑
參
も
、
大
曆
元
年
（
七
六
六
）
に
劍
南
西
川
節
度
使
杜
鴻
漸

（
七
六
六
～
七
六
七
在
任
）
の
幕
下
で

方
郞
中

侍
御
史
と
し
て
成
都
に
到
り
、

大
曆
五
年
ま
で
滯
在
し
て
い
る
。
な
か
で
も
岑
參
の
♫
樂
詩
と
し
て
㊒
名
な
「
秋

夕
聽
羅
山
人
彈
三
峽

泉
」（『
岑
嘉
州
詩
』
卷
一
）
は
こ
の
時
朞
に
作
ら
れ
て
い

る（
（（
（

。
高
㊜
は
王
昌
齡
と
王
渙
之
と
三
人
で
、
梨
園
の
樂
人
に
自
作
の
詩
が
歌
わ
れ

る
か
を
競
っ
た
と
い
う
故
事
（『
集

記
』
卷
二
）
の
あ
る
詩
人
で
あ
り
、
岑
參
は

西
域
の
♫
樂
に
觸
れ
そ
れ
を
描
寫
し
た
優
れ
た
作
品
を
殘
す
詩
人
で
あ
る
。
彼
ら

の
成
都
滯
在
は
、
當
地
の
樂
人
に
も
な
ん
ら
か
の
刺
激
や
影
响
を
與
え
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
そ
う
し
て
釀
成
さ
れ
た
♫
樂
文
化
は
、
都
の

そ
れ
を
あ
る

分
で
補
う
こ
と
に
な
る
。

上
元
元
年
（
七
六
〇
）
春
に
、
杜
甫
が
成
都
西
郊
の
浣
芲
溪
の
ほ
と
り
に
土
地

を
得
て
、
草
堂
を
か
ま
え
、
劍
南
西
川
節
度
使
の
嚴
武
（
七
六
一
～
七
六
二
、

七
六
三
～
七
六
五
在
任
（
（（
（

）
の
幕
下
で

に
就
き
、
そ
の
の
ち
大
曆
元
年
（
七
六
六
）

夔
州
（
現
在
の
四
川
省
奉
節
縣
）
に
到
り
、
大
曆
三
年
ま
で
滯
在
す
る
。
そ
の
と
き

の
作
品
の
な
か
に
、
♫
樂
や
繪
畫
に
秀
で
た
者
た
ち
の
蜀
へ
の

入
が
敍
述
さ
れ

て
い
る
。

た
と
え
ば
當
時
蜀
に
入
っ
た
畫
工
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
元
元
年
の
作
「
題
壁

上
韋
偃
畫
馬
歌
」（『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
九
）
に
詠
じ
ら
れ
た
「
韋
偃
」
は
も
と
京
兆
の

人
で
あ
っ
た
し
、
廣
德
二
年
（
七
六
四
）
の
「
丹
靑
引
」（
同
上
）
に
も
、
玄
宗
の

御
歬
で
繪
を
描
い
て
い
た
者
が
、
成
都
に

浪
し
て
そ
こ
で
民
閒
人
を
描
く
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
宋
代
の
黃
休
復『
益
州
名
畫
錄
』（『
說

郛
』

九
十
所
收
）
に
は
、
妙
格
上
品
の
畫
工
盧
楞
伽
が
こ
の
と
き
汴
州
か
ら
蜀

へ
入
っ
た
と
か
、
妙
格
下
品
の
杜
齯
龜
も
祿
山
の
亂
を
避
け
て
蜀
へ
移
住
し
た
と

い
う
よ
う
な
記
錄
が
殘
さ
れ
て
い
る
。

當
時
の
成
都
の
♫
樂
に
つ
い
て
は
、
杜
甫
は
次
の
よ
う
に
詩
に
述
べ
て
い
る
。

錦
城
絲
管
日
紛
紛　
　

錦
城
の
絲
管　

日
に
紛
紛
た
り

半
入
江
風
半
入
雲　
　

半
ば
江
風
に
入
り　

半
ば
雲
に
入
る

此
曲
祇
應
天
上
㊒　
　

此
の
曲　

祇
だ
應
に
天
上
に
㊒
る
な
る
べ
し

人
閒
能
得
幾
回
聞　
　

人
閒　

能
く
幾
回
か
聞
く
こ
と
を
得
ん

�

（「
贈
芲
卿
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
十
）

詩
一

の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
點
を
差
し
引
い
て
も
、
天
上
界
に
こ
そ
あ
る
べ

き
素
晴
ら
し
い
♫
樂
と
い
う
讚
辭
は
、
玄
宗
の
宮
廷
♫
樂
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
の

よ
う
な
♫
樂
を
耳
に
で
き
る
、
當
時
の
都
の
荒
廢
と
は

な
る
成
都
の
あ
り
さ
ま

を
描
寫
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
夔
州
の
田
舍
町
に
さ
え
、
梨
園
の
樂
人
が

れ
て

き
た
こ
と
を
示
す
作
品
も
あ
る
。「

公
孫
大
娘
弟
子
舞
劍
器
行　

幷
序
」（『
杜
詩
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一
〇
二

は
太
常
の
工
人
な
り
。
祖
父　

此
の
藝
を
傳
え
、
尤
も
此
の
曲
を
能
く
す
。

近
ご
ろ
張
通
　

長
安
に
入
り
、
某
の
家
事
は

散
す
。
父　

河
西
に
沒
し

て
、
此
の
曲
は
遂
に
絕
え
た
り
。
今　

但
だ
舊
譜
數
本
を
按
じ
て
之
を
尋
ぬ

る
も
、

に
結
尾
の
聲
無
し
。
故
に
夜
夜
之
を
求
む
」
と
。（
廣
德
中
、
歬
雙

縣
丞
李
琬
者
、
亦
能
之
。
調
集
至
長
安
、
僦
居
務
本
里
。
嘗
夜
聞
羯
鼓
聲
。
曲
頗

妙
。
於
⺼
下
步
尋
、
至
一
小
宅
。
門
極
卑
隘
。
叩
門
請
謁
、
謂
鼓
工
曰
「
君
所
擊
者
、

豈
非
耶
婆
色
雞
乎
。
雖
至
精
能
而
無
尾
、
何
也
」。
工
大

之
曰
「
君
固
知
♫
者
。
此

事
無
人
知
、
某
太
常
工
人
也
。
祖
父
傳
此
藝
、
尤
能
此
曲
。
近
張
通

入
長
安
、
某

家
事

散
。
父
沒
河
西
、
此
曲
遂
絕
。
今
但
按
舊
譜
數
本
尋
之
、

無
結
尾
聲
。
故

夜
夜
求
之
」)

こ
こ
に
は
、
安
祿
山
の

將
で
あ
っ
た
張
通

が
長
安
に
入
っ
て
き
た
た
め
、

樂
人
一
家
に
傳
わ
る
羯
鼓
の
♫
樂
「
耶
婆
色
雞
」
の
最
後
の

分
が
、
殘
さ
れ
た

樂
譜
を
集
め
て
も
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
樂

譜
だ
け
で
は
傳
わ
ら
な
い

分
、
樂
人
の
奧
義
と
も
い
え
る
も
の
、
そ
れ
を
失
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
雙

縣
の
丞
で
あ
っ
た
李
琬
が
、
失
わ
れ
た
曲
の
最
終

分
に

つ
い
て
樂
人
に
傳
授
す
る
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
雙

縣
と
い
う
の
が
、

成
都
の
縣
名
で
あ
る
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
こ
の
役
人
で
あ
っ
た
者
が
羯

鼓
の
♫
樂
に
長
け
て
い
て
、
太
常
寺
の
樂
人
に
♫
樂
を
傳
授
す
る
と
い
う
こ
と
自

體
が
、
蜀
か
ら
都
へ
の
♫
樂
の
逆
も
ど
り
を
意
味
し
、
蜀
に
殘
さ
れ

ま
れ
た
♫

樂
が
、
失
わ
れ
た
都
の
♫
樂
を
補
完
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
逸
話
は

最
後
に
、
李
琬
が
樂
人
の
進
言
に
よ
っ
て
宮
廷
♫
樂
を
掌
る
太
常
寺
の
主
簿
と
な

り
、
つ
い
で
太
常
少
卿
と
な
り
宗
正
卿
と
な
っ
た
こ
と
で
、

め
く
く
ら
れ
て
い

る
。
宮
廷
♫
樂
の
要
と
な
る
太
常
寺
の
中
樞
に
、
蜀
で
役
人
を
務
め
て
い
た
も
の

が
就
い
た
こ
と
が
、
宮
廷
♫
樂
文
化
の
復
興
に
お
け
る
蜀
の
役
割
の
一
端
を
示
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
、
都
の
音
樂
を
補
完
す
る
蜀
の
音
樂

化

安
史
の
亂
が
漸
く
收
束
に
向
か
い
、
社
會
が
安
定
を
取
り
戾
し
た
こ
ろ
、
張
祜

の
「
聽
簡
上
人
吹
蘆
管
三
首
」
そ
の
一
（『
全
唐
詩
』
卷
五
一
一
）
に
次
の
よ
う
に

み
え
る
。

蜀
國
僧
吹
蘆
一
枝　
　

蜀
國
の
僧
吹
く　

蘆
一
枝

西
游
客
淚
先
垂　
　

西
の
游
客　

淚
先
に
垂
る

至
今
留
得
新
聲
在　
　

今
に
至
る
も　

留
め
得
た
り　

新
聲
在
る
を

却
爲
中
原
人
不
知　
　

却
っ
て
中
原
の
人
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
と
爲
る

都
で
新
曲（

（（
（

と
し
て
奏
さ
れ
て
い
た
曲
が
蜀
に
殘
っ
て
い
る
が
、
中
原
の
人
は
そ

れ
が
都
の
曲
だ
っ
た
こ
と
を
今
で
は
知
ら
な
い
。
都
で
は
失
わ
れ
た
玄
宗
朞
の
♫

樂
が
却
っ
て
蜀
に
は
殘
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
詩
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
誇
張
さ
れ

た
表
現
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
歬
節
で
み
た
よ
う
に
、
玄
宗
の
蜀
へ
の
迯
避

の
結
果
と
し
て
、
蜀
に
♫
樂
文
化
が
釀
成
さ
れ
た
こ
と
は
朙
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
一
方
で
蜀
か
ら
♫
樂
技
術
が
都
へ
逆
も
ど
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
羯

鼓
錄
』
の
記
事
を
み
て
み
よ
う
。

　

廣
德
中
（
七
六
三
～
七
六
四
）、
歬
の
雙

縣
の
丞
李
琬
な
る
者
、
亦
た
之

を
能
く
す
。
調
集
せ
ら
れ
て
長
安
に
至
り
、
務
本
里
に
僦
居
す
。
嘗
て
夜
羯

鼓
の
聲
を
聞
く
。
曲
頗
る
妙
な
り
。
⺼
下
に
お
い
て
步
み
て
尋
ね
、
一
小
宅

に
至
る
。
門
極
め
て
卑
隘
な
り
。
門
を
叩
い
て
謁
す
る
を
請
い
、
鼓
工
に
謂

い
て
曰
く
「
君
の
擊
つ
と
こ
ろ
は
、
豈
に
耶
婆
色
雞
に
あ
ら
ざ
る
か
。
至

っ
て
精
能
と
雖
も
、
尾
無
き
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
工
大
い
に
之
を

と
し
て

曰
く
「
君　

固
よ
り
知
♫
な
る
者
な
り
。
此
の
事　

人
の
知
る
無
し
。
某
そ
れ
が
し



唐
代
中
晚
朞
に
お
け
る
蜀
の
♫
樂
文
化

一
〇
三

え
ば
、

德
輿
の
「
崔
四
郞
協
律
以
詩
見
寄

惠
蜀
琴
因
以
酬
贈
」（『
全
唐
詩
』

卷
三
二
一
）
に
あ
る
よ
う
に
、贈
答
品
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。

白
居
易
が
「
蜀
桐　

木
性
實
に
し
て
、
楚
絲　

♫

淸
し
（
蜀
桐
木
性
實
、
楚
絲

♫

淸
）」（「
夜
琴
」『
白
居
易
集
箋
校
』
卷
七
）
や
、「
蜀
琴　

膝
上
に
安
ん
じ
、
周

易　

床
頭
に
在
り
（
蜀
琴
安
膝
上
、
周
易
在
床
頭
）」（「
想
東
遊
五
十
　

幷
序
」
同

上
卷
二
七
）
と
、
ま
る
で
普
通
名
詞
の
よ
う
に
使
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
そ
の
普

及
ぶ
り
が
想
像
で
き
る
。
作
者
不
朙
の
「
姜
宣
彈
小
胡
笳
引
歌
」（『
全
唐
詩
』
卷

七
八
六
）
に
、「
雷
氏
金
徽
の
琴
、
王
君
の
寶
重
く
千
金
を
輕
ん
ず
（
雷
氏
金
徽
琴
、

王
君
寶
重
輕
千
金（
（（
（

）」
と
、
そ
れ
を
高
く
評
價
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
雷
琴

が
唐
代
を
通
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
得
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
宋

の
錢
易
『
南

新
書
』
壬
に
は
次
節
に
み
る
劍
南
西
川
節
度
使
韋
皐
（
七
八
五
～

八
〇
五
在
任
）
の
幕
僚
の
裴
說
に
つ
い
て
、「
善
く
琴
を
鼓ひ

き
、
時
に
妙
絕
と
稱
さ

る
。
靈
開
山
に
美
桐
㊒
り
、
取
り
て
製
る
に
新

を
以
て
し
、
遂
に
之
を
靈
開
琴

と
謂
う
（
善
鼓
琴
、
時
稱
妙
絕
。
靈
開
山
㊒
美
桐
、
取
而
製
以
新

、
遂
謂
靈
開
琴
）」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
新
味
を
加
え
た
ス
タ
イ
ル
の
も
の
も
蜀
で
製
作
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
窺
え
る
。
琴
は
文
人
に
と
っ
て
儒
敎
的
禮
樂

を
體
現
す
る
特
別
な
樂
器

で
あ
り
、
そ
の
樂
器
制
作
の
一
大
據
點
が
蜀
に
あ
り
、
蜀
で
制
作
さ
れ
た
琴
は
、

長
安
を
は
じ
め
と
し
て
廣
く

通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
當
時

♫
樂
文
化
が
都
か
ら
だ
け
發
信
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
樂
器
制
作
の
點
で
も

蜀
が
都
の
♫
樂
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

三
、
蜀
を
通
し
て
獻
上
さ
れ
た
「
南
詔
奉
圣
樂
」
と

　
　
「
驃
國
樂
」

安
史
の
亂
か
ら
し
ば
ら
く
時
を
經
て
、

民
族
と
の
爭
い
が
絕
え
な
い
蜀
に
一

時
的
に
せ
よ
平
安
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
劍
南
西
川
節
度
使
韋
皐
の
時
朞
で
あ

さ
ら
に
『
羯
鼓
錄
』
に
は
、劍
南
西
川
節
度
使
杜
鴻
漸
（
七
六
六
～
七
六
七
在
任
）

に
つ
い
て
の
逸
話
の
な
か
に
、
杜
鴻
漸
が
成
都
に
滯
在
し
て
い
た
と
き
に
、
羯
鼓

の
杖ば
ち

を
つ
く
る
匠
が
い
て
、
二
本
の
鼓
杖
を
獻
上
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
す
ぐ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
杜
鴻
漸
が
蜀
を
出
る
こ
と
に
な
っ
て
、
嘉
陵
江
に
臨
ん
だ
場

所
で
そ
の
杖
を
用
い
て
羯
鼓
を
奏
で
る
と
、
♫
樂
に
百
獸
が
感
應
し
て
率う
ち
つれ
て
舞

っ
た
夔
の
逸
話
さ
な
が
ら
、
山
の
猿
や
鳥
た
ち
が

い
て
飛
び
鳴
き
聲
を
あ
げ

た（
（（
（

。
優
れ
た
杖
を
作
る
匠
が
蜀
に
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
都
か
ら
持
ち
込
ま

れ
た
♫
樂
が
蜀
で
一
時
的
に
演
奏
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
蜀
に
お
い
て
か
な
り

そ
れ
ら
の
♫
樂
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

蜀
で
は
羯
鼓
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
優
れ
た
琵
琶
も
作
ら
れ
て
い
た
ら
し
い（
（（
（

。
ま

た
琴
を
つ
く
る
「
雷
生
」
も
、
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
中
國
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
も

名
を
馳
せ
て
い
た（
（（
（

。『
樂
府
雜
錄
』
に
は
、「
貞
元
中
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
に
、
成

都
の
雷
生
善
く
琴
を
斲け
ず

る
」
と
み
え
る
。
雷
氏
は
製
品
を
自
ら
格
付
け
し
、
第
一

級
は
徽
と
い
う
目
印
の

分
が
玉
で
で
き
て
お
り
、
第
二
級
は
瑟
瑟
徽
、
次
は
金

徽
、
次
は
螺
蚌
徽
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
（『
太
平
御
覽
』
卷
五
七
九

に
ひ
く
『
唐
國
史
補
』）。『
唐
國
史
補
』
は
、
都
の
匠
に
つ
い
て
、
樊
氏
・
路
氏
と

い
う
名
を
記
す
も
の
の
、
蜀
の
雷
氏
以
外
に
ほ
か
の
地
域
の
匠
に
つ
い
て
の
言
及

は
な
い
。
雷
氏
の
琴
は
、
銘
に
開
元
十
二
年
（
七
二
四
）
と
記
さ
れ
た
も
の
が
日

本
の
法
隆
寺
に
舊
藏
さ
れ
て
い
た
り
、
開
元
十
年
と
銘
さ
れ
た
も
の
を
蘇
軾
が
大

切
に
家
藏
し
て
い
た
り
、
安
史
の
亂
以
歬
か
ら
す
で
に
都
と
拮
抗
す
る
ほ
ど
の
レ

ベ
ル
の
製
品
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る（
（（
（

。
こ
れ
は
蜀
に
卓
文
君
以

來
の
琴
の
傳

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
蜀
琴
」
と
い
う
語
は
盛
唐
の
詩
に

も
散
見
す
る（
（（
（

。
李
白
の
「
聽
蜀
僧
濬
彈
琴
」（『
李
太
白
全
集
』
卷
二
四
）
も
、
蜀
の

豐
穰
な
琴
文
化
を
背
景
に
し
て
の
作
品
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
安
史
の
亂
後
も
ま
た
、
蜀
琴
は
文
人
の
閒
で
尊
ば
れ
た
こ
と
は
、
た
と
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入
し
た
と
一
般
に
は
認

さ
れ
て
い
る
が
、
中
晚
唐
以
降
に
關
し
て
は
、
こ
の

二
つ
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
が
か
な
り
大
切
な
朝
貢
♫
樂

で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
禮
樂
思
想
か
ら
み
て
も
、
中
華
を
讚
え
る
夷
狄

の
♫
樂
「
四
夷
の
樂
」
は
、
皇
帝
の
德
を
顯
現
す
る
意
味
で
不
可
缺
な
も
の
で
あ

っ
た
。
多
く
外
來
♫
樂
で
構
成
さ
れ
た
唐
代
初
朞
の
十

伎
が
、
宮
廷
♫
樂
を
掌

る
太
常
寺
の
樂
人
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と（
（（
（

、
こ
の
二
つ
も
都
長

安
で
加
工
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
新
唐
書
』
禮
樂
志

に
は
、
以
下
の
よ
う
に
成
都
の
韋
皐
に
よ
る
も
の
と
朙
記
さ
れ
て
い
る
。

貞
元
中
、
南
詔
の

牟
尋
は
使
い
を
遣
わ
し
て
劍
南
西
川
節
度
使
韋
皐
に
詣ま
い

ら
し
め
、
言こ
こ

に
夷
中
の
歌
曲
を
獻
ぜ
ん
と
欲
し
、
且
つ
驃
國
を
し
て
樂
を
進

ま
し
む
。
皐　

乃
ち
南
詔
奉
聖
樂
を
作
る
。

（
貞
元
中
、
南
詔

牟
尋
遣
使
詣
劍
南
西
川
節
度
使
韋
皐
、
言
欲
獻
夷
中
歌
曲
、
且
令

驃
國
進
樂
。
皐
乃
作
南
詔
奉
聖
樂
）

（
貞
元
）
十
七
年
、
驃
國
王
雍
羌　

弟
の
悉
利
移
、
城
主
舒
難
陁
を
し
て
其

の
國
樂
を
獻
ぜ
し
む
。
成
都
に
至
り
、
韋
皐
復
た
其
の
聲
を
譜
次
し
、

た

其
の
舞
容
・
樂
器
を
圖え
が

き
て
以
て
獻
ず
。

（
十
七
年
、
驃
國
王
雍
羌
遣
弟
悉
利
移
、
城
主
舒
難
陁
獻
其
國
樂
。
至
成
都
、
韋
皐
復

譜
次
其
聲
、

圖
其
舞
容
樂
器
以
獻
）

「
南
詔
奉
聖
樂
」
を
作
る
の
も
、「
驃
國
樂
」
を
樂
譜
化
し
た
の
も
、
そ
の
珍
し

い
樂
器
の
圖
を
作
成
し
た
の
も
、
成
都
の
韋
皐
に
よ
る
と
あ
る（
（（
（

。
當
然
の
こ
と
な

が
ら
、
成
都
の
韋
皐
配
下
の
樂
人
た
ち
も
そ
の
♫
樂
整
備
に
大
い
に
關
與
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
都
の
敎
坊
の
樂
人
に
も
㊟
目
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
も
『
盧
氏
雜
說
』
に
記
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

る
。
そ
の
蜀
文
化
の
繁
榮
を
象
徵
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
唐
代
屈
指
の
女
性

詩
人
薛
濤
の
存
在
を
擧
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
薛
濤
は
節
度
使
韋
皐
の
官
妓
で

あ
っ
た
。
薛
濤
も
、
長
安
の
文
化
を
蜀
に
運
び
込
ん
だ
者
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ

う
。
元
の
費
著
「
牋
紙
譜
」
に
「
薛
濤
は
本
と
長
安
の
良
家
の
女む
す
めに
し
て
、父
鄖
、

官
に
因
り
て
蜀
に
寓
し
て
卒
す
」、
朙
の
胡
震
亨
「
洪
度
集
附
傳
」
に
も
「
薛
濤
、

字
は
洪
度
。
本
と
長
安
の
良
家
の
女
。
父
の
宦
に
隨
い
て
、
蜀
中
に

落
し
、
遂

に
樂
籍
に
入
る（
（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
長
安
か
ら
蜀
に
き
て
、
そ
こ
で
樂
籍
に
入
っ

た
と
い
う
經
歷
は
、
長
安
か
ら
迯
避
し
て
き
た
女
性
の
辿
る
ひ
と
つ
の
㊒
り
方
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
韋
皐
の
安
定
政

下
、
そ
の
庇

の
も
と
で
、

彼
女
は
元
稹
な
ど
當
時
の
㊒
名
詩
人
た
ち
と
詩
の
や
り
と
り
を
す
る
ほ
ど
の
素
養

を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
蜀
の
妓
女
と
し
て
名
を

馳
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

韋
皐
が
蜀
に
い
た
德
宗
の
貞
元
年
閒
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
は
、
節
度
使
に
よ
る

皇
帝
へ
の
♫
樂
獻
上
が
目
立
っ
た（

（（
（

。『
舊
唐
書
』
♫
樂
志
に
よ
る
と
、
貞
元
三
年

（
七
八
七
）
四
⺼
に
、
河
東
節
度
使
の
馬
燧
が
「
定
難
曲
」
を
獻
上
し
た
。
貞
元

十
二
年
（
七
九
六
）
十
二
⺼
に
は
昭
義
軍
節
度
使
の
王
虔
休
が
、
德
宗
の
生
誕
を

祝
う
「
繼
天
誕
聖
樂
」
を
つ
く
り
、
德
宗
は
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
中
和
舞
樂
」

を
貞
元
十
四
年
（
七
九
八
）
二
⺼
に
作
っ
た
。
ま
た
、
後
述
す
る
韋
皐
の
奉
聖
樂

に
刺
激
さ
れ
て
「
順
聖
樂
」
を
獻
上
し
た
山
南
節
度
使
の
于
頔
に
つ
い
て
も
、『
唐

國
史
補
』
卷
下
に
記
述
が
あ
る
。
韋
皐
は
貞
元
十
六
年
（
八
〇
〇
）
正
⺼
に
獻
上

さ
れ
た
「
南
詔
奉
聖
樂
」
と
、貞
元
十
八
年
（
八
〇
二
）
正
⺼
に
獻
上
さ
れ
た
「
驃

國
樂
」
に
深
く
關
わ
っ
て
い
る
。

『
新
唐
書
』
禮
樂
志
の
外
來
♫
樂
の
記
述
で
は
、
北
狄
樂
・
扶
南
樂
・
天
竺
樂

の
說
朙
に
續
き
、
中
晚
唐
に
お
い
て
は
「
南
詔
奉
聖
樂
」
と
「
驃
國
樂
」
が
記
述

さ
れ
、
そ
の
卷
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
唐
代
宮
廷
♫
樂
に
は
外
來
♫
樂
が
頻
繁
に



唐
代
中
晚
朞
に
お
け
る
蜀
の
♫
樂
文
化

一
〇
五

拍
板
・
長
簫
・
短
簫
・
橫
笛
・
方
响
・
大
銅
鈸
・
貝

第
二　

大
鼓
　

四
人
が
一
列
と
な
り
、
龜
茲

の
歬
に
配
置
。

第
三　

胡
　
　

�

箏
・
大

篌
・
小

篌
・
五
絃
琵
琶
・
笙
・
橫
笛
・
短
笛
・

　
　
　
　
　
　
　

拍
板
・
大
觱
篥
・
小
觱
篥

第
四　

軍
樂
　

金
鐃
・
金
鐸
・

鼓
・
金
鉦

こ
れ
ら
の
四

の
樂
器
編
成
に
つ
い
て
は
、
岸
邊
成
雄
『
唐
代
♫
樂
の
歷
史
的

硏
究
』（
東
京
大
學
出
版
會　

一
九
六
一
年
）に
お
い
て
、「
太
常
四

樂
」解
朙
の
際
に
、

重
要
な
㊮
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
岸
邊
氏
は
唐
か
ら
宋
の
敎
坊
に
も

繫
が
る
「
太
常
四

樂
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
「
唐
の
太
常
四

樂
と
は
、
太
常

寺
に
所
屬
す
る
樂
器
を
分
類
す
る
一
つ
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
を

倣
し
た

南
詔
四

樂
が
、
龜
茲

・
大
鼓

・
胡

・
軍
樂

よ
り
成
り
、

こ
の
制
度

を
繼
承
し
た
宋
の
敎
坊
四

が
、
法
曲

・
龜
茲

・
鼓
笛

・
雲

よ
り
成

る
こ
と
を
確
認
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
太
常
四

樂
の
組

を
想
定
し

よ
う
」
と
し
て
、
太
常
四

樂
を
「
龜
茲

」「
胡

」「
鼓
笛

」「
大
鼓

」

の
四

と
さ
れ
た
。
最
近
の
硏
究
で
は
、
こ
の
四
つ
の
分
類
の
な
か
に
重
複
し
て

出
て
く
る
樂
器
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
四

分
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
た
だ
の

樂
器
の
分
類
と
す
る
の
で
は
な
く
、
♫
樂
を
奏
で
る
た
め
の
樂
器
編
成
組

と
す

る
見
解
も
あ
る（
（（
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
太
常
四

樂
と
南
詔
奉
聖
樂
と
宋
代
敎
坊
♫

樂
は
四

に
分
か
れ
た
樂
器
の
編
成
に
よ
っ
て
繫
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
は
唐
代
宮
廷
♫
樂
と
蜀
を
通
し
て
獻
上
さ
れ
た
南
詔
奉
聖
樂
と
宋
代
宮
廷
♫
樂

が
、
確
か
に
關
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
當
時
の
蜀
と
長
安
の
結
び
つ

き
の
强
さ
を
物
語
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
南
詔
奉
聖
樂
」
が
「
四

樂
」
の
構
成
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
、
宮
廷
♫
樂

の
影
响
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、宮
廷
樂
人
の
蜀
へ
の

出
が
、

そ
れ
を
可
能
に
し
た
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
唐
代
に

さ
て
『
新
唐
書
』
驃
國
傳
の
詳
し
い
記
載
に
よ
っ
て
「
南
詔
奉
聖
樂
」
の
內
容

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
夷
狄
の
舞
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ

た
數
々
の
事
柄
は
、中
華
を
讚
え
中
華
に
從
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば「
歌

舞
は
七
疊
六
成
に
し
て
終
わ
る
。
七
は
火
の
成
數
な
り
、
天
子
南
面
し
生
成
の
恩

を
象
る
。
六
は
坤
數
な
り
、
西
南
の
化
に
向
か
う
を
象
る
（
歌
舞
七
疊
六
成
而
終
。

七
者
、
火
之
成
數
、
象
天
子
南
面
生
成
之
恩
。
六
者
、
坤
數
、
象
西
南
向
化
）」、「
四
列

に
分
か
つ
は
、
以
て
四
気
を
象
り
、
舞
い
て
五
字
を
爲
す
は
、
以
て
五
行
を
象
る

（
分
四
列
、
以
象
四
気
、
舞
爲
五
字
、
以
象
五
行
）」、「
龜
茲
等
の
樂
を
用
う
る
は
、
以

て
遠
夷
の
悅
び
服
す
る
を
象
る
（
用
龜
茲
等
樂
、
以
象
遠
夷
悅
服
）」
な
ど
、
朙
ら
か

に
中
華
思
想
に
沿
っ
た
形
に
あ
て
は
め
た
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
大
き
な
特
徵
は
、
字
舞
に
あ
る
。
舞
人
十
六
人
が
羽
翟
を
執
っ
て
四
人

が
一
列
に
な
り
、「
南
」
の
形
を
舞
う
と
き
に
は
「
聖
主
の
無
爲
の
化
」
と
歌
い
、

「
詔
」
の
形
を
舞
う
と
き
に
は
「
南
詔
の
天
に
朝ち
ょ
うす
る
の
樂
し
み
」
と
歌
い
、「
奉
」

の
形
を
舞
う
と
き
に
は
「
海
宇
の
脩
文
の
化
」
と
歌
い
、「
聖
」
の
形
を
舞
う
と

き
に
は
「
雨
露　

覃お
よ

ぶ
こ
と
外
か
ぎ
り

無
し
」
と
歌
い
、「
樂
」
の
形
を
舞
う
と
き
に
は

「
土
を
丁
零
の
塞
に
闢ひ
ら

く
」
と
歌
う
。
こ
の
漢
字
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
こ
そ
、

中
華
文
朙
を
誇
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
字
舞
に
つ
い
て
は
、
石
田
幹
之

助
『
長
安
の
春
』
に
詳
し
い（
（（
（

。
字
舞
は
則
天
武
后
朞
、
玄
宗
朞
、
お
よ
び
そ
れ
以

降
宮
廷
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
蜀
の
地
で
整
え
ら
れ
た
の
は
、
や

は
り
そ
の
制
作
に
宮
廷
♫
樂
文
化
を
熟
知
し
た
長
安
か
ら
の
樂
工
が
な
ん
ら
か
の

形
で
關
與
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
㊟
目
し
た
い
の
は
、「
南
詔
奉
聖
樂
」
の
樂
器
編
成
で
あ
る
。
樂
器
は
お

よ
そ
三
十
種
類
で
樂
工
は
一
百
九
十
六
人
、
そ
れ
を
四

に
分
け
た
。
そ
こ
に
示

さ
れ
た
樂
器
の
種
類
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、

第
一　

龜
茲
　

�

羯
鼓
・
揩
鼓
・
腰
鼓
・
鷄
婁
鼓
・
短
笛
・
大
觱
篥
・
小
觱
篥
・



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
〇
六

に
は
柄
㊒
り
、
係つ
な

ぐ
に
韋
を
以
て
し
、
鈴
鈸
と
皆
な
絛
紛
を
餝
り
、
芲

縷
を
以

て
蘂
と
爲
す
（
鐵
板
（
中
略
）
背
㊒
柄
、係
以
韋
、與
鈴
鈸
皆
餝
絛
紛
、以
芲

縷
爲
蘂
）」

と
あ
る
。
ま
た
、「
糸
」に
屬
す
も
の
に
は「
鳳
首

篌
」「
龍
首
琵
琶
」「
雲
頭
琵
琶
」

が
あ
る
。
唐
の
樂
器
に
も
あ
る
「
箏
」
で
あ
っ
て
も
、
形
態
は
「
其
の
一
は
、
形

は
鼉
の
如
く
、
長
さ
四
尺
、
四
足
㊒
り
、
腹
を
虛
し
く
し
、
鼉
皮
を
以
て
背
を
餝

る
（
其
一
形
如
鼉
、
長
四
尺
、
㊒
四
足
、
虛
腹
、
以
鼉
皮
餝
背
）」
な
ど
唐
の
も
の
と
は

ま
っ
た
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
樂
器
の
考
證
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し

た
林
謙
三
氏
の
論
攷
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、
字
舞
を
取
り
入
れ

中
華
思
想
に
從
っ
た
形
の
「
南
詔
奉
聖
樂
」
と
の
朙
確
な
對
比
で
あ
る
。
こ
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
の
妙
も
、
韋
皐
の
配
下
の
樂
人
た
ち
に
よ
っ
て
㊒
る
程
度
練
ら
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。「
驃
國
樂
」
は
、「
南
詔
奉
聖
樂
」
の
二
年
後
、
貞

元
十
八
年
正
⺼
に
獻
上
さ
れ
た
（『
新
唐
書
』
禮
樂
志
）。
そ
れ
は
、
韋
皐
の
二
十
年

に
近
い
節
度
使
在
任
の
平
和
で
安
定
し
た
蜀
に
お
け
る
♫
樂
文
化
の
集
大
成
と
も

い
え
、
そ
の
成
熟
度
が
示
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
「
驃
國
樂
」
は
、
文
人
た
ち
の
閒
で
も
「
南
詔
奉
聖
樂
」
よ
り
も
㊟
目
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る（
（（
（

。
現
存
す
る
㊮
料
と
し
て
は
、
開
州
刺
史
（
開
州
は
現
在
の
四
川

州
開
縣
）の
唐
次
が「
驃
國
獻
樂
頌
」（『
說
郛
』卷
六
十
七
）を
獻
上
し
た
と『
新
唐
書
』

驃
國
傳
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
胡
直
鈞
が
「
太
常

閱
驃
國
新
樂
」（『
文

苑
英
華
』
卷
一
八
四
）
を
作
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
驃
國
樂
」
が
知
名
度
を
上
げ

た
の
は
、
元
稹
・
白
居
易
の
「
新
樂
府
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
元

稹
は「
驃
國
樂
」（『
元
稹
集
』卷
二
四
）の
な
か
で「
史
館
は
書
し
て
朝
貢
傳
と
爲
し
、

太
常
は
編
じ
て
鞮
靺
科
に
入
れ
し
む
」
と
當
時
の
取
り
扱
い
を
記
し
て
い
る
。
韋

皐
を
通
じ
て
獻
上
さ
れ
た
「
驃
國
樂
」
は
、
ほ
か
の
節
度
使
か
ら
の
獻
上
曲
と
は

朙
ら
か
に
別
格
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

國
と
の
距
離
が
近
い
蜀

の
利
點
を
い
か
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
が
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
そ
の
手
の
込

お
け
る
太
常
四

樂
の
關
連
㊮
料
と
し
て
、
唯
一
ま
と
ま
り
を
持
ち
、
唐
代
♫
樂

史
硏
究
の
う
え
で
も
貴
重
な
も
の
が
、
當
時
の
蜀
の
♫
樂
文
化
を
土
臺
と
し
て
整

備
さ
れ
た
こ
と
は
、
特
筆
に
値
し
よ
う
。

次
に
「
驃
國
樂
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う（

（（
（

。『
新
唐
書
』
に
「
南
詔
傳
」
が
あ

る
に
も
關
わ
ら
ず
、「
驃
國
傳
」
に
、
兩
方
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
錄
が
ま
と
ま

っ
て
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
上
記
の
「
南
詔
奉
聖
樂
」
と
「
驃
國
樂
」
が

不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
と
に
林
謙
三
氏
は
「
韋
皐
は

貢
獻
の
樂
曲
を
譜
に
書
し
、
そ
の
舞
踏
や
樂
器
が
珍
奇
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ

れ
を
圖
に
し
て
獻
じ
た
と
い
う
。
今
、『
唐
書
』
驃
傳
に
揭
げ
て
い
る
比
類
稀
に

見
る
詳
細
な
記
錄
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
時
代
作
成
し
た
獻
納
圖
記
か
、
あ
る
い

は
當
時
編
纂
さ
れ
た
實
錄
に
基
づ
く
も
の
と

斷
さ
れ
る（
（（
（

」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

韋
皐
が
安
定
し
た
政

基
盤
を
築
い
た
成
都
に
お
い
て
、
そ
の
配
下
の
樂
人
た
ち

に
よ
り
、
驃
國
樂
は
譜
に
寫
さ
れ
て
皇
帝
に
獻
上
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

�

そ
の
樂
器
分
類
は
、
中
國
の
傳

的
樂
器
分
類
で
あ
る
八
♫
（
金
・
石
・
土
・
革
・

糸
・
木
・
匏
・
竹
）
と
は

な
る
以
下
の
八
♫
か
ら
成
っ
て
い
る
。

①
「
金
」
鈴
鈸
・
鐵
板　

②
「
貝
」
螺
貝

③�

「
糸
」
鳳
首

篌
・
箏
・
龍
首
琵
琶
・
雲
頭
琵
琶
・
三
絃
・
大
匏
琴
・
小
匏
琴

④
「
竹
」
橫
笛
・
兩
頭
笛　

⑤
「
匏
」
大
匏
笙
・
小
匏
笙

⑥
「
革
」
三
面
鼓
・
小
鼓　

⑦
「
牙
」　

牙
笙

⑧
「
角
」
三
角
笙
・
兩
角
笙

「
貝
」「
牙
」「
角
」
に
屬
す
樂
器
は
、
素
材
自
體
が
卷
貝
や
象
牙
や
牛
角
で
あ
り
、

そ
の
中
華
と
の
違
い
が
目
を
引
く
。
だ
が
、
ほ
か
の

分
に
お
い
て
も
形
が
珍
し

い
も
の
が
竝
ぶ
。
た
と
え
ば
「
金
」
に
屬
す
も
の
で
は
、「
鐵
板
は
（
中
略
）
背
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一
〇
七

降
蜀
へ
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る（
（（
（

。
張
仲
裁
『
唐
五
代
文
人

入
蜀
編
年
史
稿
』（
巴
蜀
書
社　

二
〇
一
一
）
に
よ
る
と
、
安
史
の
亂
の
後
に
蜀
に

入
っ
て
き
た
文
人
は
、
數
の
う
え
で
も
そ
れ
以
歬
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
。

杜
甫
・
白
居
易
・
元
稹
・
劉
禹
錫
・
李
德
裕
・
李
商
隱
な
ど
を
含
め
て
、
彼
ら
が

蜀
の
文
化
レ
ベ
ル
の
向
上
に
寄
與
し
た
こ
と
は
さ
ら
に
贅
言
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
そ
う
し
て
成
熟
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
先
に
引
用
し
た
「
成
都
記
序
」

に
あ
る
「
管
弦
歌
舞
の
多
」
と
い
わ
れ
る
♫
樂
文
化
な
の
で
あ
る
。
唐
末
の
♫
樂

事
情
を
表
し
た
『
樂
府
雜
錄
』
の
「
俳
優
」
の
條
に
は
「
僖
宗　

蜀
に
幸み
ゆ
きせ
し
時
、

戲
中
に
劉
眞
な
る
者
㊒
り
、
尤
も
能
く
す
。
後
乃
ち
駕
に
隨
い
て
京
に
入
り
、
敎

坊
に
籍
す
（
僖
宗
幸
蜀
時
、
戲
中
㊒
劉
眞
者
、
尤
能
。
後
乃
隨
駕
入
京
、
籍
于
敎
坊
）」

と
あ
り
、
す
で
に
蜀
の
俳
優
の
技
が
か
な
り
す
ぐ
れ
て
い
て
、
皇
帝
の
歸
還
に
隨

い
蜀
か
ら
都
へ
向
か
う
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
と
は
逆
の

れ
が
出
て
く
る
ほ
ど
の

文
化
的
成
熟
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
蜀
に
お
け
る
唐
代
中
朞
以
降
の
戲
劇
文
化（

（（
（

の
發
展
に
つ
い
て
は
、
任
半
塘

『
唐
戲
弄
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
四
年　

一
五
九
頁
～
）に
詳
し
い
。た
と
え
ば
、

大
和
五
年
（
八
三
一
）
に
劍
南
西
川
節
度
使
で
あ
っ
た
李
德
裕
の
文

に
「
雜
劇

丈
夫
兩
人
」
と
い
う
記
載
が
み
え
る
（『
李
文
饒
文
集
』
卷
十
二
「
論
杜
元
穎
追
贈
二

狀
」
そ
の
二
）。
こ
れ
は
韋
皐
の
時
代
が
過
ぎ
て
蠻
族
と
の
い
ざ
こ
ざ
で
蜀
の
九
千

人
が
連
れ
去
ら
れ
、
成
都
・
華
陽
兩
縣
に
殘
っ
た
も
の
を
擧
げ
た
際
の
記
錄
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
以
歬
に
雜
劇
を
行
う
も
の
は
か
な
り
の
數
い
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、『
酉
陽
雜
俎
』
續
集
卷
四
に
は
、
太
和
の
末
（
八
三
五
）

段
成
式
が
弟
の
誕
生
日
に
雜
戲
を

た
と
記
し
て
お
り（
（（
（

、
そ
れ
は
二
十
年
歬
に
都

で
興
行
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
こ
れ
に
關
し
て
辻
リ
ン
氏
は
「
市
人
は
か
つ
て
長

安
で
演
じ
、
こ
の
後
蜀
に
い
る
こ
と
か
ら
都
の
長
安
か
ら
蜀
に
や
っ
て
き
た
旅
藝

ん
だ
演
出
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
蜀
か
ら
發
信
さ
れ
た
も
の
が
太
常
寺
の
樂
人
、

都
の
文
人
官
僚
た
ち
、
そ
し
て
長
安
中
を
賑
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
蜀
の
音
樂
文
化
の
成
熟

大
中
九
年
（
八
五
五
）
に
記
さ
れ
た
盧
求（
（（
（

の
「
成
都
記
序
」（『
全
唐
文
』
卷

七
四
四
）
に
「
大
凢
今
の
名
鎭
を
推
し
て
天
下
第
一
と
爲
す
者
は
揚
・
益
と
曰
い
、

揚
を
以
て
首
と
爲
す
は
、
蓋
し
聲
勢
な
り
。
人
物
繁
盛
し
て
悉
く
皆
な
土
著
、
江

山
の
秀
、
羅
錦
の
麗
、
管
弦
歌
舞
の
多
、
伎
功
百
工
の
富
、
其
の
人
の
勈
に
し
て

且
つ
讓
、
其
の
地
の
腴
え
て
以
て
善
、
其
の
要
妙
を
熟つ
ら

つ
ら
較
ぶ
る
に
、
揚
は
以

て
其
の
半
ば
に
侔ひ
と

し
と
す
る
に
も
足
ら
ず
（
大
凢
今
之
推
名
鎭
爲
天
下
第
一
者
曰
揚

益
、
以
揚
爲
首
、
蓋
聲
勢
也
。
人
物
繁
盛
、
悉
皆
土
著
、
江
山
之
秀
、
羅
錦
之
麗
、
管
弦

歌
舞
之
多
、
伎
功
百
工
之
富
、
其
人
勈
且
讓
、
其
地
腴
以
善
、
熟
較
其
要
妙
、
揚
不
足
以

侔
其
半
）」
と
、
當
時
天
下
第
一
と
さ
れ
た
揚
州
で
さ
え
、
こ
こ
に
は
ま
っ
た
く

及
ば
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
成
都
を
讚
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
記
さ
れ
た
文

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
中
晚
唐
を
通
し
て
の
成
都
の
文
化
的
發
展

の
さ
ま
が
窺
え
よ
う
。

そ
れ
だ
け
の
文
化
的
繁
榮
を
支
え
た
の
は
、
唐
代
中
朞
以
降
中
原
地
域
の
戰
亂

や
自
然
災
害
を
避
け
て
比
較
的
安
定
し
た
蜀
へ

入
し
て
き
た
移
民
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。「
天
下　

將
に
變
㊒
ら
ん
と
す
、
而し
か

れ
ど
も
、
蜀
は
最
も
安
き
處

爲
り
、

た
佳
き
山
水
多
し
。
吾
れ
將
に
地
を
避
け
ん
と
す
（
天
下
將
㊒
變
、
而

蜀
爲
最
安
處
、

多
佳
山
水
。
吾
將
避
地
焉
）」（
范
鎭
「
石
工

揚
休
墓
誌
」『
名
臣
碑
傳

琬
琰
之
集
』
中
卷
十
六
）
と
、
大
歷
十
一
年
（
七
七
六
）
に
眉
州
に
移
り
住
ん
だ
石

藏
用
の
言
葉
が
そ
れ
を
象
徵
し
て
い
る
。
安
定
し
た
地
域
に
文
化
の
發
展
が
も
た

ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
樂
山
大
佛
の
造
立
（
八
〇
三
年
開
眼
）
の
よ
う
に
、
敦
煌
莫

高
窟
や
雲
岡
・
龍
門
石
窟
に
代
表
さ
れ
る
華
北
一
帶
の
石
窟
造
營
が
、
唐
中
朞
以



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
〇
八

最
後
の
雅
樂
復
興
に
盡
力
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
蜀
と
都
を
行
き
來
す
る
も
の
に
よ

っ
て
、
失
わ
れ
た
都
の
♫
樂
文
化
が
再
生
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
あ
り
方
が
端
的
に
示

さ
れ
て
い
よ
う
。五

、
唐
宋
を
繫
ぐ
蜀
の
音
樂

化

陳
陶
「
西
川
座
上
聽
金
五
雲
唱
歌
」（『
全
唐
詩
』
卷
七
四
五（
（（
（

）
に
は
、
長
安
の
宮

廷
か
ら
蜀
に

寓
し
た
金
五
雲
と
い
う
妓
女
の
こ
と
が
、
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」

さ
な
が
ら
に
詠
わ
れ
て
い
る
。「
自
ら
言
う
本
と
是
れ
宮
中
の
嬪
、
武
皇　

號
を

改
め
恩
を
承
る
こ
と
新
た
な
り
。
中
丞　

御
史　

比
す
る
に
足
ら
ず
、
水
殿
一
聲

人
を
愁
殺
す
。
武
皇　

鼎
を
鑄
て　

眞
籙
に
登
り
、
嬪
御　

恩
を
蒙
り
て　

幽
辱

を
免
る
、
茂
陵
の
弓
劍　

親
し
む
を
得
ず
、
嫁
し
て
卑
官
に
與
え
ら
れ
西
蜀
に
到

る
（
自
言
本
是
宮
中
嬪
、
武
皇
改
號
承
恩
新
。
中
丞
御
史
不
足
比
、
水
殿
一
聲
愁
殺
人
。

武
皇
鑄
鼎
登
眞
籙
、
嬪
御
蒙
恩
免
幽
辱
、
茂
陵
弓
劍
不
得
親
、
嫁
與
卑
官
到
西
蜀
）」
と
あ

る
。
詩
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
中
丞
、
御
史
」
は
當
時
宮
中
で
歌
う
者
の
こ
と

を
指
す
。
そ
の
か
れ
ら
よ
り
も
優
れ
た
歌
聲
で
、
一
旦
は
皇
帝
の

愛
を
得
た
も

の
の
、
皇
帝
が
崩
御
す
る
と
、
西
蜀
の
卑
官
に
嫁
が
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
續

く

分
で
は
、彼
女
が
年
老
い
て
蜀
の
地
で
「
伊
州
第
三
遍
」
や
「
右
丞
征
戍
詞
」

を
唱
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
晚
唐
以
降
の
長
安
の
樂
人
の
ひ
と
つ
の
生
き

方
が
、
こ
の
作
品
に
象
徵
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

小
論
で
は
唐
末
に
至
る
ま
で
の
、
長
安
と
の
交

に
よ
る
蜀
の
♫
樂
文
化
の
成

熟
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
を
土
臺
と
し
て
五
代
の
蜀
王
朝
で
さ
ら
に
芲
開
い
た
文

化
が
次
の
宋
代
へ
と
繼
承
さ
れ
て
い
く
。
最
後
に
㊮
料
に
よ
っ
て
そ
れ
を
辿
り
、

そ
の
繫
が
り
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

五
代
歬
蜀
の
と
き
に
は
、
中
原
地
区
の
大
量
の
士
人
・
藝
人
・
能
工
・
巧
匠
が

亂
を
迯
れ
て
四
川
に
移
り
、
西
蜀
平
原
に
入
り
、
こ
の
時
の
成
都
は
盛
唐
の
文
化

人
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
そ
れ
な
ら
ば
、
長
安
と

の
人
的
交

が
戲
劇
文
化
を
助
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

♫
樂
に
つ
い
て
は
『
樂
府
雜
錄
』「

篌
」
の
條
に
「
咸
通
中
（
八
六
〇
～

八
七
四
）、
第
一

に
張
小
子
㊒
り
。（
中
略
）
彈
弄
は
古
今
に
冠
た
り
、
今
は
西

蜀
に
在
り
（
咸
通
中
第
一

㊒
張
小
子
。（
中
略
）
彈
弄
冠
於
古
今
、
今
在
西
蜀
）」
と
、

咸
通
年
閒
に
宮
中
の
♫
樂
機
關
の
第
一

に
所
屬
し
た

篌
の
名
手
が
、
そ
の
後

に
蜀
へ
行
っ
た
と
い
う
。
黃
巢
の
亂
で
僖
宗
が
蜀
に
迯
避
し
た
の
と
同
時
朞
に
、

や
は
り
樂
人
た
ち
も
蜀
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。『
北
夢
瑣
言
』卷
六
に
は
、

黃
巢
の
亂
の
後
、
蜀
に
や
っ
て
き
た
石
潨
と
い
う
琵
琶
の
樂
人
は
、
そ
の
昔
相
國

令
狐
公
に
も
稱
贊
さ
れ
た
ほ
ど
の
腕
歬
だ
が
、
蜀
で
は
樂
籍
に
屬
さ
ず
高
官
の
と

こ
ろ
に
出
入
り
し
て
賓
客
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

さ
ら
に
演
奏
の
レ
ベ
ル
も
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
樂
府
雜
錄
』

「
阮
咸
」
の
條
に
は
都
の
狀
況
以
外
は
「
蜀
郡
も
亦
た
能
者
多
し
」
と
蜀
だ
け
が

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
蜀
の
♫
樂
が
、
戰
亂
で
荒
廢
し
て
し
ま
っ
た
雅
樂
を
立
て
直
す
た
め

に
も
用
い
ら
れ
た
。
僖
宗
の
歸
還
に
と
も
な
っ
て
蜀
か
ら
連
れ
て
行
か
れ
た
殷

盈
孫
は
、
唐
末
に
昭
宗
が

位
す
る
際
の
雅
樂
復
興
を
擔
っ
た（
（（
（

。『
舊
唐
書
』
卷

一
六
五
に
は
「
盈
孫
、
乾
符
の
末
に
成
都
の
掾
爲
り
。
駕
の
西
川
に
在
る
や
、
用

い
ら
れ
て
太
常
博
士
と
爲
る
。
禮
學
に
祖
風
㊒
り
。
光
諬
二
年
冬
、
駕
に
隨
い
て

成
都
よ
り
還
り
、
三
年
二
⺼
、
鳳
翔
に
駐
蹕
す
。
時
に
宗
廟
は
賊
の
焚や

く
所
と
爲

り
、
車
駕　

京
に
至
り
、
享
を
吿
ぐ
る
に
所
無
し
（
盈
孫
、
乾
符
末
爲
成
都
掾
。
駕

在
西
川
、
用
爲
太
常
博
士
、
禮
學
㊒
祖
風
。
光
諬
二
年
冬
、
隨
駕
自
成
都
還
、
三
年
二
⺼
、

駐
蹕
鳳
翔
。
時
宗
廟
爲
賊
所
焚
、
車
駕
至
京
、
吿
享
無
所
）」
と
あ
る（
（（
（

。
祖
父
の
殷
侑
は

禮
に
長
じ
て
お
り
太
常
博
士
に
な
り
、
そ
の
の
ち
文
宗
に
重
用
さ
れ
、
刑

尙
書

に
も
な
っ
た
が
、
そ
の
孫
の
盈
孫
は
成
都
の
屬
官
だ
っ
た
。
こ
の
殷
盈
孫
が
唐
朝



唐
代
中
晚
朞
に
お
け
る
蜀
の
♫
樂
文
化

一
〇
九

に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
小
論
の
第
四
節
で
擧
げ
た
中
唐
の
李
德
裕
が
記
し
た
文
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の

れ
と
し
て
理
解
で
き
る
。

さ
ら
に
『
宋
史
』
樂
志
に
よ
る
と
、
宋
初
の
敎
坊
に
集
め
ら
れ
た
樂
工
の
な
か

で
蜀
出
身
の
も
の
は
一
百
三
十
九
名
と
、
他
の
地
域
（
荊
南
・
江
南
・
太
原
）
に
比

し
て
壓
倒
的
多
數
を
占
め
て
お
り
、
敎
坊
の
初
朞
の
編
成
に
大
き
な
影
响
力
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
こ
で
樂
隊
の
編
成
と
し
て
四

樂
制
が
取
ら
れ
た

の
は
、
小
論
第
三
節
で
「
南
詔
奉
聖
樂
」
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
蜀
の
♫
樂
文

化
の
な
か
に
そ
れ
が
根
付
い
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る（
（（
（

。
こ
こ
に
も
唐
と
宋

の
宮
廷
♫
樂
を
つ
な
ぐ
蜀
の
♫
樂
の
あ
り
方
が
表
れ
て
い
よ
う
。

以
上
、唐
代
中
朞
以
降
の
蜀
の
♫
樂
の
文
化
的
發
展
と
技
術
的
定
着
の
一
端
を
、

詩
文
や
筆
記
な
ど
の
㊮
料
に
よ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
唐
宋
を
繫
ぐ
五
代
蜀
の
♫

樂
は
、「
霓
裳
羽
衣
曲
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
唐
代
♫
樂
の
精
髓
を
十
分
傳
え
得

る
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
詞
餘
文
化
を
宋
代
に
先
驅
け
て
開
芲
さ
せ
た
。
蜀
で
は
ま
た

宋
代
に
盛
ん
と
な
る
「
戲
劇
文
化
」
を
成
熟
さ
せ
て
も
い
た
し
、
蜀
か
ら
選
ば
れ

た
樂
人
は
、
宋
初
の
宮
廷
♫
樂
で
あ
る
敎
坊
の
四

樂
の
樂
隊
構
成
を
決
定
す
る

の
に
重
要
な
影
响
を
與
え
た
。
そ
し
て
小
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
唐
代

中
朞
安
史
の
亂
以
降
の
樂
人
の

動
、
韋
皐
の
安
定
政

の
も
と
で
の
文
化
的
發

展
を
經
て
徐
々
に
成
熟
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
り
、
決
し
て
晚
唐
の
僖
宗
の
蜀
へ

の
迯
避
に
端
を
發
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

㊟
（
（
）　

王
國
維
「
唐
宋
大
曲
考
」（『
曲
錄
』
六
藝
書
局　

一
九
三
二
年　

所
收
）、
陰
法

魯
「
唐
宋
大
曲
的
結
構
」（『
舞
踏
叢
刊
』
第
一
輯
上
海
文
化
出
版
社　

一
九
五
七
年

所
收
、『
陰
法
魯
學
術
論
文
集
』
中
華
書
局　

二
〇
〇
八
年　

再
錄
）
な
ど
、
唐
宋

♫
樂
が
一
連
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
張
世
彬
『
中
國
♫
樂
史

藝
術
傳

を
繼
承
す
る
重
要
な
場
所
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（
（（
（

。
♫
樂
に
關
し

て
は
、
王
建
墓
の
ま
わ
り
に
彫
ら
れ
た
樂
人
の
レ
リ
ー
フ
が
、
長
安
の
♫
樂
文
化

を
想
起
さ
せ
る
。
岸
邊
成
雄
氏
は
「
五
代
歬
蜀
始
祖
王
建
棺
座
石
彫
二
十
四
樂
妓

に
つ
い
て（

（（
（

」
に
お
い
て
、
そ
の
十
七
種
類
の
樂
器
を
分
析
し
「
こ
の
編
成
が
唐
宋

を
通
じ
て
行
わ
れ
た
宮
廷
燕
饗
樂
の
そ
れ
に
非
常
に
近
い
こ
と
を
認
め
る
」
と
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
玄
宗
に
由
來
す
る
「
霓
裳
羽
衣
曲
」
と
關

わ
る
と
い
う
硏
究
も
あ
り（

（（
（

、
歬
蜀
に
優
れ
た
♫
樂
文
化
が

っ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
王
建
を
繼
い
だ
王
衍
も
、
♫
樂
に
耽
溺
し
た
。『
㊮
治
通
鑑
』
卷

二
七
四
に
、
後
唐
が
蜀
を
討
つ
た
め
に
さ
し
む
け
た
魏
王
が
、
樂
工
二
百
人
あ
ま

り
を
蜀
に
獻
上
す
る
と
、
王
衍
は
そ
の
な
か
で
歌
が
う
ま
い
樂
人
を
蓬
州
の
刺
史

に
し
た
と
い
う
。『
蜀
檮
杌
』
上
卷
に
は
、
王
衍
が
自
ら
つ
く
っ
た
「
宮
詞
」
を

宮
女
の
李
玉
簫
に
歌
わ
せ
た
と
か
、
自
ら
拍
板
を
執
っ
て
「
霓
裳
羽
衣
」
や
「
後

庭
歌
」「
思
越
人
」
の
曲
を
唱
っ
た
、
と
い
う
記
載
が
み
え
る
。
こ
う
し
た
宮
廷

♫
樂
文
化
を
支
え
る
基
盤
が
す
で
に
蜀
に
は
十
分
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

任
半
塘『
唐
戲
弄
』上
册（
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
四
年　

一
八
九
頁
）に
は
、「
蜀

戲
は
天
下
に
冠
た
り
」
と
し
て
、
歬
後
蜀
の
戲
劇
文
化
の
㊮
料
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
に
は
、
王
建
の
と
き
參
軍
戲
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
（『
苕
溪
漁
隱

叢
話
後
集
』
卷
十
六
）
記
載
や
、
後
蜀
の
廣
政
三
年
（
九
四
〇
）
に
敎
坊

頭
の
孫

延
應
や
王
彥
洪
な
ど
が
謀
反
を
起
こ
し
た
と
い
っ
た
、
爲
政
者
と
樂
人
の
距
離
が

近
い
こ
と
が
わ
か
る
記
載
や
、
同
十
五
年
（
九
五
二
）
に
敎
坊
の
俳
優
が
「

口

神
隊
」
と
い
う
二
匹
の
龍
が
戰
う
さ
ま
を
象
っ
た
も
の
を
演
じ
た
と
い
う
話
（『
蜀

檮
杌
』
下
卷
）
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
垣
閒
見
ら
れ
る
戲
劇
文
化
の

一
端
は
、
歬
節
で
觸
れ
た
よ
う
に
唐
中
朞
か
ら
徐
々
に

わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

續
く
宋
代
へ
と
繫
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宋
代
で
滑
稽
戲
や
歌
舞
戲
や
傀
儡
戲
の

總
稱
と
し
て
使
わ
れ
る
「
雜
劇
」
と
い
う
言
葉
、
そ
の
淵
源
と
し
て
初
朞
の
㊮
料



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
一
〇

あ
き
ら
か
に
妓
女
に
歌
わ
せ
る
た
め
に
當
初
か
ら
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。

（
（（
）　

劉
開
揚
『
岑
參
詩
集
編
年
箋
㊟
』（
巴
蜀
書
社　

一
九
九
五
年
）
七
一
八
頁
。

（
（（
）　

張
祜
は「
送
楊
秀
才
游
蜀
」（『
全
唐
詩
』卷
五
一
〇
）に
お
い
て
も
、「
舊
俗
巴
渝
舞
、

新
聲
蜀
國
弦
」
と
し
て
蜀
の
樂
器
で
彈
か
れ
る
「
新
聲
」
を
詩
に
詠
じ
て
い
る
。

（
（（
）　

代
宗
朝
、
永
泰
中
爲
三
州
副
元
帥
、

西
川
節
度
使
、
至
成
都
、
㊒
削
杖
者
在
蜀
、

以
二
鼓
杖
獻
（
中
略
）
及
鴻
漸
出
蜀
（
中
略
）
遂
命
家

取
鼓
板
笛
、
以
歬
所
得
杖
、

酣
奏
數
曲
、山
猨
鳥
皆

、飛
鳴
噭
噭
。
從
事
悉

之
、曰
「
昔
夔
之
搏
拊
、百
獸
舞
庭
、

此
豈
遠
耶
」。

（
（（
）　
『
太
平
御
覽
』
卷
五
八
三
に
引
く
『
朙
皇
雜
錄
』
に
は
、
中
官
の
白
秀
貞
が
、
天

寶
時
朞
に
蜀
か
ら
琵
琶
を
持
ち
歸
り
、
楊
貴
妃
に
獻
上
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
琵
琶
に
つ
い
て
は
「
其
槽
以
邏

檀
爲
之
、
温
潤
如
玉
、
光
輝
可
鑑
、
㊒
金
縷

紅
文
、蹙
成
雙
鳳
。
貴
妃
每
抱
是
琵
琶
、奏
於
梨
園
、♫

淒
淸
、飄
如
雲
外
」
と
あ
り
、

天
寶
朞
に
優
れ
た
琵
琶
が
蜀
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
（（
）　

奈
良
法
隆
寺
舊
藏
の
漆
琴
に
は
、「
開
元
十
二
年
（
七
二
四
）、
歳
在
甲
子
五
⺼
五

日
於
九
龍
縣
造
」
と
い
う
銘
文
が
あ
り
、
蜀
の
九
龍
縣
と
い
う
地
名
か
ら
、
こ
れ
は

雷
氏
の
作
と
さ
れ
、
雷
琴
と
稱
さ
れ
て
い
る
。
林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
樂
器
考
』（
カ

ワ
イ
樂
譜　

一
九
七
三
年
）
一
六
二
頁
參
照
。

（
（（
）　

唐
代
の
琴
文
化
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
唐
代
に
お
け
る
琴
文
化
の
成
熟
」（『
ア
ジ

ア
遊
學　

１
２
６　

琴
の
文
化
史―

東
ア
ジ
ア
の
♫
風
景
』
二
〇
〇
九
年　

所
收
）

參
照
。
ま
た
『
西
溪
叢
語
』
上
卷
に
は
、
初
唐
の
歐
陽
詢
に
「
題
雷
威
琴
」
と
い
う

詩
が
あ
る
こ
と
、
大
曆
三
年
と
題
さ
れ
た
西
蜀
の
雷
威
の
琴
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
る
。
唐
代
の
雷
氏
の
琴
に
つ
い
て
は
、
朱
江
書
「
唐
代
西
蜀
雷
氏
家
族
、

雷
琴
及
其
影
响
」（『
漢
唐
♫
樂
史　

首
屆
國
際
硏
討
會
論
文
集
』
中
央
♫
樂
學
院
出

版
社　

二
〇
一
一
年　

所
收
）
の
專
論
も
あ
る
。

（
（（
）　

李
白
「
長
相
思
」（『
李
太
白
全
集
』
卷
六
）
に
「
趙
瑟
初
停
鳳
凰
柱
、
蜀
琴
欲
奏

論
述
稿
』（
友
聨
出
版
社　

一
九
七
五
年
）
で
は
、「
第
四
篇　

第
三

「
唐
宋
俗
樂

調
的
理
論
與
實
用
」・
第
四

「
唐
宋
曲
子
」」
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）　

拙
稿
「
唐
宋
♫
樂
を
繫
ぐ
も
の
」（『
歷
史
と
地
理―

世
界
史
の
硏
究
二
二
八
』
№

六
四
六　

山
川
出
版
社　

二
〇
一
一
年
八
⺼
）
に
お
い
て
、
唐
宋
♫
樂
を
繫
ぐ
も
の

と
し
て
、
北
宋
文
人
の
唐
代
♫
樂
に
對
す
る

憬
の
念
や
、
唐
代
♫
樂
を
傳
え
る
樂

譜
と
樂
器
の
存
在
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

（
（
）　
『
お
茶
の
水
女
子
大
學
中
國
文
學
會
報
』
第
一
二
號　

一
九
九
三
年　

所
收
。

（
（
）　
『
♫
樂
硏
究
』
人
民
♫
樂
出
版
社　

一
九
九
二
年
第
一
朞　

所
收
。

（
（
）　
『
中
國
古
籍
文
化
硏
究
』
第
二
號　

二
〇
〇
四
年
十
⺼　

所
收
。

（
（
）　

た
と
え
ば
鮑
照
「
翫
⺼
城
西
門
廨
中
」（『
文
選
』
卷
三
〇
）
に
「
蜀
琴
抽
白
☃
、

郢
曲
發
陽
春
」
の
句
が
あ
る
。

（
（
）　
『
巴
蜀
古
代
樂
器
精
品
圖
鑑
』（
西
南
師
範
大
學
出
版
社　

一
九
九
六
年
）、『
中
國

♫
樂
文
物
大
系　

四
川
卷
』（
大
象
出
版
社　

一
九
九
六
年
）、『
巴
蜀
古
代
樂
舞
戲

曲
圖
像
』（
西
南
師
範
大
學
出
版
社　

二
〇
〇
〇
年
）
に
も
、
巴
蜀
地
方
が
古
代
か

ら
♫
樂
文
化
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
畫
像
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）　
『
朙
皇
雜
錄
補
遺
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
五
年
）

（
（
）　
『
樂
府
雜
錄
』「
笛
」
の
條
に
は
、
宮
中
の
笛
の
名
手
李

が
亂
の
後
越
州
刺
史

の
皇
甫
政
に
仕
え
て
い
た
こ
と
、
同
じ
く
「
歌
」
の
條
に
は
宮
中
で
千
金
の
歌
聲

と
稱
さ
れ
た
許
永
新
が
落
ち
ぶ
れ
て
廣
陵
に
迯
れ
て
い
た
こ
と
。『
㊮
治
通
鑑
』
卷

二
一
八
に
は
、
歬
㊟
に
引
い
た
『
朙
皇
雜
錄
』
と
同
內
容
で
、
安
祿
山
に
洛
陽
へ
連

れ
て
行
か
れ
た
樂
人
の
雷
海
淸
が
悲
し
み
の
あ
ま
り
樂
器
を
投
げ
捨
て
た
の
で
、
祿

山
を
激
怒
さ
せ
、
そ
の
た
め
殺
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）　

吳
廷
爕
『
唐
方
鎭
年
表
』（
中
華
書
局　

一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。
以
下
劍
南
西

川
節
度
使
の
在
任
朞
閒
は
こ
れ
に
依
據
す
る
。

（
（（
）　

拙
論
「
塡
詞
へ
の
目
覺
め
─
白
居
易
杭
州
刺
史
時
朞
の
文
學
的
意
義
」（『
中
國
文

學
報
』
第
四
十
五
册　

一
九
九
二
年　

所
收
）
に
お
い
て
、劉
禹
錫
の
「
竹
枝
詞
」
が
、



唐
代
中
晚
朞
に
お
け
る
蜀
の
♫
樂
文
化

一
一
一

の
な
か
に
八
卦
を
象
る
舞
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
（（
）　

劉
洋
「
唐
代
太
常
四

樂
考
」（『
中
國
♫
樂
學
』
二
〇
一
〇
年　

第
二
朞　

所
收
）。

（
（（
）　

驃
國
樂
に
關
す
る
論
攷
と
し
て
は
、
沈
冬
「

♫
來
驃
國
、
初
被
奉
常
人―

驃
國

樂
考
」（『
唐
代
樂
舞
新
論
』
北
京
大
學
出
版
社　

二
〇
〇
四
年　

所
收
）
に
は
、
驃

國
の
こ
と
、
獻
上
さ
れ
た
樂
器
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
楊
民
康
「
唐

代
進
入
長
安
的
緬
甸
佛
敎
樂
舞　

驃
國
樂―

樂
器
・
樂
人
篇
」（『
漢
唐
♫
樂
史　

首

屆
國
際
硏
討
會
論
文
集
』
中
央
♫
樂
學
院
出
版
社　

二
〇
一
一
年　

所
收
）
に
は
、

樂
器
に
つ
い
て
佛
敎
と
の
關
わ
り
を
軸
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
樂
器
考
』（
カ
ワ
イ
樂
譜　

一
九
七
三
年
）
六
六
五
頁
。

（
（（
）　
「
南
詔
奉
聖
樂
」
に
つ
い
て
は
、
德
輿
「
中
書
門
下
奉
韋
皐
奏
南
詔
奉
聖
樂

狀
」

（『
全
唐
文
』
卷
四
八
四
）
が
あ
る
。
元
稹
・
白
居
易
の
新
樂
府
に
「
蠻
子
朝
」
が
あ
り
、

南
詔
の
朝
貢
を
題
材
に
し
て
い
る
が
、「
南
詔
奉
聖
樂
」
に
つ
い
て
は
觸
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
白
居
易
「
蠻
子
朝
」
の
第
二
十
二
句
「
摩
挲
俗
羽
雙
隈
伽
」
の
一
句
が
、
モ

ソ
族
の
舞
踊
と
關
連
し
て
い
る
と
い
う
考
證
が
、
謝
思
煒
著
・
靜
永
健
譯
「
モ
ソ
族

の
踊
り
と
白
居
易
」（『
白
居
易
硏
究
年
報
』
第
九
號　

二
〇
〇
八
年　

所
收
）
に
詳

し
く
な
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）　

戴
偉
華
『
唐
代
使
府
與
文
學
硏
究
』（
廣
西
師
範
大
學
出
版
社　

一
九
九
八
年
）

一
〇
六
頁
表
四
で
は
、
盧
求
の
幕

は
從
事
と
あ
る
。
當
時
白
敏
中
（
八
五
二
～

八
五
七
在
任
）
が
劍
南
西
川
節
度
使
で
あ
っ
た
。

（
（（
）　

袁
庭
棟
『
巴
蜀
文
化
』（
遼
寧
敎

出
版
社　

一
九
九
一
）
七
「
文
物
精
華
（
三
）

大
佛
之
鄕
」
に
も
、
四
川
の
大
佛
造
立
が
唐
代
中
朞
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
「
戲
劇
文
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
王
國
維
著
・
井
波
陵
一
譯
㊟
『
宋
元
戲
曲
考
』（
東

洋
文
庫　

一
九
九
七
年
）
に
よ
っ
て
「
上
古
か
ら
五
代
ま
で
の
戲
劇
」
の
な
か
で
俳

優
に
よ
る
劇
の
萌
芽
朞
の
も
の
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
使
用
す
る
。

（
（（
）　

予
太
和
末
、因
弟
生
日

雜
戲
。（
中
略
）
市
人
言
二
十
年
歬
嘗
於
上
都
齋
會
設
此
。

鴛
鴦
絃
」
と
あ
り
、
孟
浩
然
「
贈
衟
士
參
廖
」（『
全
唐
詩
』
卷
一
六
〇
）
に
「
蜀
琴

久
不
弄
、
玉
匣
細
塵
生
」
と
あ
る
。

（
（（
）　
『
全
唐
詩
』
に
は
題
下
㊟
に
「
蜀
中
方
物
記
、桂
府
王
推
官
、出
蜀
匠
雷
氏
金
徽
琴
、

請
姜
宣
彈
小
胡
笳
引
、
時
㊒
爲
作
歌
者
云
」
と
あ
る
。

（
（0
）　

張
篷
舟
箋
『
薛
濤
詩
箋
』（
人
民
文
學
出
版
社　

一
九
八
三
年
）
參
照
。

（
（（
）　

拙
論
「
隋
唐
宮
廷
♫
樂
史
試
探
（
四
）」（
天
理
大
學
中
國
文
化
硏
究
會
『
中
國
文

化
硏
究
』
第
二
七
號　

二
〇
一
一
年　

所
收
）
參
照
。

（
（（
）　

拙
論
「
隋
唐
宮
廷
♫
樂
史
試
探
（
二
）」（
天
理
大
學
中
國
文
化
硏
究
會
『
中
國
文

化
硏
究
』
第
二
五
號　

二
〇
〇
九
年　

所
收
）
參
照
。

（
（（
）　
『
蠻
書
校
㊟
』
卷
十
に
は
、韋
皐
に
つ
い
で
節
度
使
に
な
っ
た
袁
滋
（
八
〇
五
在
任
）

が
册
立
使
と
し
て
南
詔
へ
赴
い
た
と
き
、
伎
樂
の
な
か
で
齡
七
十
近
く
の
老
人
が
笛

を
吹
き
、
婦
人
が
歌
を
唱
っ
た
が
、

牟
尋
が
「
開
元
皇
帝　

胡

及
び
龜
茲
♫
聲

各
兩

を
賜
う
。
今
死
亡
零
落
し
て
盡
き
、
只
だ
此
の
二
人
の
國
に
在
る
を
餘
す
の

み
」
と
語
っ
て
い
る
。
南
詔
で
も
玄
宗
朞
の
宮
廷
♫
樂
を
知
る
樂
人
が
い
た
こ
と
は
、

當
時
の
♫
樂
の
傳
播
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
南
詔
奉
聖
樂
を
構

成
す
る
う
え
で
、
そ
れ
ら
南
詔
に
い
た
樂
人
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
制
作
に
携
わ
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
『
太
平
廣
記
』
卷
二
〇
四
に
引
く
「
盧
氏
雜
說
」
に
「
韋
皐
鎭
西
川
、進
奉
聖
樂
曲
、

與
舞
人
曲
譜
同
進
、到
京
、於
留
邸
按
閱
、敎
坊
數
人
潛
窺
、因
得
先
進
」
と
あ
る
。

（
（（
）　
『
長
安
の
春
』（
東
洋
文
庫　

一
九
六
七
年
）
八
八
頁
～
に
よ
れ
ば
、
則
天
武
后
朞

の
「
聖
壽
樂
」
に
つ
い
て
は
、『
通
典
』
卷
一
百
四
十
六
「
樂
」
六
に
「
舞
者
百
四
十
人
、

金
銅
冠
、五
色
畫
衣
。
舞
之
行
列
必
成
字
、十
六
變
而
畢
。
㊒「
聖
超
千
古
、衟
泰
百
王
、

皇
帝
萬
年
、
寶
祚
彌
昌
」」
と
み
え
る
。
玄
宗
朞
に
も
字
舞
が
な
さ
れ
、
平
列
の
「
開

元
字
舞
の
賦
」（『
全
唐
文
』
卷
四
〇
六
）
が
そ
れ
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
ま
た

字
舞
の
ア
レ
ン
ジ
版
と
し
て
八
卦
舞
も
出
現
し
、
張
存
則
に
は
「
舞
中
八
卦
を
成
す

賦
」（『
全
唐
文
』
卷
九
五
一
）
が
あ
り
、德
宗
皇
帝
の
貞
元
十
四
年
二
⺼
に
「
中
和
舞
」



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
一
二

（
（（
）　

㊟
５
に
引
く
辻
リ
ン
氏
の
論
攷
參
照
。

（
（（
）　

復
㊒
琵
琶
石
潨
者
、號
石
司
馬
。
自
言
早
爲
相
國
令
狐
公
見
賞
、（
中
略
）亂
後
入
蜀
、

不
隸
樂
籍
、
多
游
諸
大
官
家
、
皆
以
賓
客
待
之
。

（
（（
）　
『
舊
唐
書
』
♫
樂
志
に
は
「
昭
宗

位
、將
親
謁
郊
廟
、㊒
司
請
造
樂
縣
、詢
於
舊
工
、

皆
莫
知
其
制
度
。（
中
略
）
時
太
常
博
士
殷
盈
孫
深
於
典
故
、乃
案
周
官
考
工
記
之
文
、

究
其
欒
、
銑
、
于
、
鼓
、
鉦
、
舞
、
甬
之
法
、
沈
思
三
四
夕
、
用
算
法
乘
除
、
鎛

之
輕
重
高
低
乃
定
」
と
あ
る
。

（
（（
）　
『
新
唐
書
』
卷
一
六
四
に
は
「
盈
孫
、
廣
朙
初
（
八
八
〇
）、
爲
成
都
諸
曹
參
軍
」

と
あ
る
。

（
（（
）　

陳
陶
は
周
祖
譔
主
編『
中
國
文
學
家
大
辭
典
』唐
五
代
卷
（
中
華
書
局　

一
九
九
二

年
）
に
よ
る
と
、
そ
の
生
卒
年
は
八
九
四
～
九
六
八
だ
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
傅

璇
琮
主
編
『
唐
才
子
傳
校
箋
』
卷
八
（
中
華
書
局　

一
九
九
五
年
）
で
は
、「
陳
陶
」

は
二
人
い
て
晚
唐
と
五
代
南
唐
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

晚
唐
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
記
錄
と
し
て
扱
う
に
と
ど
め
た
い
。

（
（（
）　

羅
朙
『
畫
圖
成
意　

畫
圖
成
都
』（
巴
蜀
書
社　

二
〇
一
〇
年
）
二
五
五
頁
。

（
（0
）　
『
唐
代
の
樂
器
』（
♫
樂
之
友
社　

一
九
六
八
年
）
二
八
三
頁
。

（
（（
）　

秦
方
瑜
「
王
建
墓
石
刻
樂
舞
伎
演
示
內
容
初
探
」（『
中
華
文
化
論
壇
』
一
九
九
四

年
第
三
朞　

所
收
）。

（
（（
）　

㊟
４
に
引
く
趙
爲
民
氏
の
論
攷
參
照
。
ま
た
そ
れ
と
類
似
し
た
硏
究
と
し
て
、
羅

天
全
「
歬
後
蜀
是
唐
宋
♫
樂
傳
承
的
紐
帶
」（『
漢
唐
♫
樂
史　

首
屆
國
際
硏
討
論
文

集
』
中
央
♫
樂
學
院
出
版
社　

二
〇
一
一
年　

所
收
）
が
あ
る
。


