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は
じ
め
に

　

白
居
易
の
新
楽
府
中
の
一
篇
「
五
絃
弾
」
は
、
五
弦
琵
琶
の
名
手
の
演
奏
を
称
え
る
表
現
で
始
ま
り
な
が
ら
も
、
後
半
に
は
、「
正

始
之
音
」
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
古
瑟
」「
二
十
五
弦
」（
瑟
の
典
型
的
な
弦
数
）
の

語
が
み
え
、
つ
ま
り
古
来
の
正
統
的
な
音
楽
を
担
う
楽
器
に
「
瑟
」
を
当
て
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
白
居
易
の
音
楽
を
描
写
し
た
作
品

に
対
す
る
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、「
琴
」「
琵
琶
」
に
比
べ
、「
瑟
」
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
作
品
が
書
か
れ
た
当
時
、

琴
な
ど
と
違
っ
て
民
間
で
は
す
で
に
演
奏
さ
れ
て
お
ら
ず
、
な
じ
み
の
薄
い
楽
器
で
あ
り
、
唐
宋
の
詩
詞
中
に
用
い
ら
れ
る
頻
度
自
体
、

他
の
楽
器
よ
り
も
高
く
な
い
。
し
か
し
「
瑟
」
特
に
「
古
瑟
（
後
述
）」
は
、
諷
諭
詩
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
の
詩
中
で
、
現
行
演
奏
の

あ
る
琵
琶
と
鋭
く
対
比
さ
れ
て
描
か
れ
る
、
象
徴
的
な
役
割
を
持
つ
楽
器
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
瑟
」
と
い
え
ば
想
起
さ
れ
る
も
っ
と
も
有
名
な
詩
に
は
、
李
商
隠
「
錦
瑟
」
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
両
作
品
は
「
瑟
」
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の
有
す
る
対
照
的
と
い
え
る
顔
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
唐
宋
の
詩
人
た
ち
が
「
瑟
」
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い

る
か
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
形
象
の
類
型
を
述
べ
、
音
楽
考
古
学
が
近
年
明
ら
か
に
し
た
知
見
に
照
ら
し
た
上
で
、
類
型
化
さ
れ

た
形
象
が
生
ま
れ
た
背
景
を
考
え
た
い
。
本
稿
は
詩
の
み
を
取
り
上
げ
る
が
、そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
楽
器
認
識
が
あ
っ
た
か
を
考
察
し
、

さ
ら
に
多
く
の
作
品
に
つ
い
て
広
く
ご
示
教
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一
、
瑟
と
古
瑟
お
よ
び
本
稿
の
考
察
対
象
に
つ
い
て

　

瑟
は
言
う
ま
で
も
な
く
琴
と
一
対
で
扱
わ
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
。
各
王
朝
の
国
家
祭
祀
楽
で
は
必
ず
琴
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
八
音

の
一
を
担
っ
て
も
き
た
。
し
か
し
単
独
で
は
、
琴
と
は
別
の
道
程
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
道
の
り
も
ま
た
琴
と
絡
み
合
っ
て
い
る
と
い

え
る
（
後
述
）。
筆
者
は
音
楽
学
の
立
場
か
ら
、
春
秋
期
か
ら
漢
代
に
造
営
さ
れ
た
墓
か
ら
近
年
出
土
が
続
い
た
瑟
（
こ
れ
を
本
稿
で
は
古

瑟
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の
考
古
学
的
知
見
を
追
い
つ
つ
、
よ
り
後
代
の
文
献
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
記
述
と
の
照
合
を
行
っ
て
き
た①
。
瑟

は
同
名
の
楽
器
が
複
数
存
在
す
る
。
ま
ず
朝
鮮
半
島
に
伝
播
し
た
も
の
が
あ
る②
。
歴
史
上
あ
る
時
期
に
中
国
雅
楽
が
伝
播
し
た
国
に
も

痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る③
。
本
稿
で
は
中
国
大
陸
の
も
の
に
限
定
し
、
ま
た
、
明
の
俗
楽
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
十
四
弦
の
小
型
の
瑟

は
除
く④
。
大
別
し
て
二
種
に
分
け
ら
れ
る
の
で
、
呼
称
を
使
い
分
け
て
お
く
。
出
土
し
た
「
古
瑟
」（
漢
代
あ
る
い
は
六
朝
初
期
ま
で
）
と
、

宮
廷
内
お
よ
び
国
家
祭
祀
楽
等
で
唐
宋
以
降
も
、長
く
用
い
ら
れ
続
け
た
も
の
も
含
む
広
義
の
「
瑟
」
の
二
種
で
あ
る
。
古
代
の
瑟
と
、

唐
宋
以
降
の
瑟
は
構
造
が
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る⑤
。
た
だ
し
文
献
上
で
は
ど
ち
ら
も
た
だ
「
瑟
」
と
み
え
る
の
が
普
通
で
あ
り
、

ど
の
時
点
ま
で
前
者
を
さ
す
の
か
、
判
然
と
し
な
い
こ
と
も
多
い
。「
五
絃
弾
」
が
用
い
た
「
古
瑟
」
は
、「
朱
絃
疎
越
清
廟
歌
」（『
礼

記
』
楽
記
）
と
も
述
べ
て
い
る
文
脈
か
ら
み
て
、本
稿
で
定
義
し
た
ほ
ぼ
漢
代
ま
で
と
い
う
時
期
に
限
定
さ
れ
た
楽
器
を
さ
す
と
い
え
る
。
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し
か
し
、長
く
演
奏
伝
承
が
続
い
て
い
る
琴
を
「
古
琴
」、箏
を
「
古
箏
」
と
呼
ぶ
場
合
、歴
史
的
な
古
さ
を
示
す
尚
古
的
な
価
値
観
を
伴
っ

た
呼
称
と
し
て
用
い
、
時
代
な
ど
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る
。
同
様
の
使
用
が
瑟
に
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
ま

た
、「
宝
瑟
」「
玉
瑟
」「
瑶
瑟
」
と
い
う
美
称
を
用
い
る
の
と
同
様
の
感
覚
で
、
二
文
字
に
塡
め
る
た
め
に
「
古
瑟
」
を
選
ん
で
い
る

場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

よ
り
限
定
的
に
時
代
と
機
能
（
民
間
演
奏
を
含
む
）
を
定
義
し
た
「
古
瑟
」
の
歴
史
・
種
類
・
系
統
・
形
態
に
関
し
て
は
、
文
献
、
図
像
、

出
土
遺
物
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
文
献
と
し
て
は
、
民
間
演
奏
が
存
在
し
た
時
期
に
相
当
す
る
漢
代
か
ら
六
朝
初
期
ご

ろ
ま
で
の
文
献
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。
後
代
に
な
る
と
、
実
態
的
に
存
在
し
て
い
た
の
は
、
宮
廷
や
国
家
祭
祀
楽
で
用
い
ら
れ
続
け
て

き
た
「
瑟
」
の
み
と
な
る
た
め
、
楽
器
史
上
で
「
古
瑟
」
と
は
連
続
し
て
い
な
い
構
造
の
楽
器
を
さ
す
可
能
性
が
あ
る
点
、
注
意
を
要

す
る
。
し
か
し
ま
た
、
先
秦
か
ら
漢
代
ま
で
の
古
典
籍
を
絶
え
ず
引
用
し
て
書
き
起
こ
す
中
国
的
思
弁
の
一
般
的
特
徴
か
ら
は
、
古
典

籍
を
引
用
し
て
か
ら
論
じ
る
際
に
は
、
そ
の
「
瑟
」
が
「
古
瑟
」
を
さ
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
瑟
」
の
語
が
現
れ
た
場
合
、

こ
の
よ
う
な
複
層
性
を
念
頭
に
置
い
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
来
、
楽
器
の
実
態
研
究
を
行
う
た
め
に
文
献
を
選
ぶ
際
に
は
、
詩
・
説
話
・
小
説
の
類
は
省
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
上

述
の
よ
う
な
複
層
的
側
面
ゆ
え
に
、
文
献
も
多
面
的
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
代
で
論
じ
ら
れ
る
「
古
瑟
」
は
、
前
代
ま
で
に

「
ど
う
描
か
れ
て
き
た
か
」
を
引
用
し
て
論
じ
ら
れ
る
た
め
、「
古
瑟
の
描
か
れ
方
」
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
各
時
代
に
お
け
る
表
象
の

変
遷
を
追
う
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
楽
器
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
有
し
た
役
割
を
問
う
な
ら
ば
、
文
学
作
品
を
も
対
象
と
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
詩
詞
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
個
人
に
よ
る
想
像
の
産
物
と
い
う
面
は
あ
っ
て
も
、
共
有
さ
れ
た
類
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
が

見
え
て
く
る
点
で
、
好
適
な
材
料
で
も
あ
る
。
唐
宋
に
お
い
て
は
、
現
実
に
は
民
間
で
使
用
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
詩
中
に
「
瑟
」
が

用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
国
家
祭
祀
の
八
音
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
た
「
瑟
」
を
さ
さ
な
い
こ
と
の
方
が
多
く
、
民
間
で
奏
さ
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れ
て
い
た
「
古
瑟
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
（
後
述
）。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
詩
語
と
し
て
瑟
が
ど
の

よ
う
な
楽
器
と
し
て
描
か
れ
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
こ
に
何
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

　
　
　

二
、「
佳
人
錦
瑟
」
と
李
商
隠
「
錦
瑟
」

　

最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
瑟
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
最
も
知
ら
れ
て
い
る
詩
は
、
晩
唐
の
李
商
隠
の
「
錦
瑟
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品

が
あ
ら
わ
れ
る
よ
り
前
に
、「
錦
瑟
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
、
杜
甫
の
「
曲
江
対
雨
」（
曲
江
に
て
雨
に
対
し
て
作
る
）
の
詩
（
乾
元
元
年
、

七
五
八
）
に
「
佳
人
錦
瑟
」
と
い
う
形
で
み
え
る
。

城
上
春
雲
覆
苑
墻　

江
亭
晩
色
静
年
芳　

林
花
著
雨
燕
支
湿　

水
荇
牽
風
翠
帯
長　

龍
武
新
軍
深
駐
輦　

芙
蓉
別
殿
漫
焚
香　

何
時
詔
此
金
銭
会　

暫
酔
佳
人
錦
瑟
傍
（「
曲
江
対
雨
」）

　
「
佳
人
錦
瑟
」
は
、
さ
ら
に
、
李
商
隠
よ
り
も
後
の
時
代
の
詩
に
も
み
え
る
。
宋
・
蘇
軾
の
「
初
自
径
山
帰
述
古
召
飲
介
亭
以
病
先
起
」

（
熙
寧
六
年
、
一
〇
七
三
）
で
あ
る
。

西
風
初
作
十
分
涼　

喜
見
新
橙
透
甲
香　

遅
暮
賞
心
驚
節
物　

登
臨
病
眼
怯
秋
光　

慣
眠
処
士
雲
庵
裏　

倦
酔
佳
人
錦
瑟
旁　

猶
有
夢
迥
清
興
在　

臥
聞
帰
路
楽
声
長
（「
初
自
径
山
帰
述
古
召
飲
介
亭
以
病
先
起
」）
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杜
甫
と
蘇
軾
の
「
佳
人
錦
瑟
」
は
、
い
ず
れ
も
「
佳
人
（
美
女
）
＋
錦
瑟
（
楽
器
）
＋
傍
ら
で
酔
う
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
、
音
楽

を
伴
う
酒
宴
の
場
を
あ
ら
わ
し
、
妓
女
が
弾
く
楽
器
を
「
錦
瑟
」
で
総
称
さ
せ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
李
商
隠
「
錦
瑟
」
の
「
錦
瑟
」

は
「
妓
女
の
名
」、
ま
た
は
「
今
は
亡
き
妻
が
弾
い
た
（
も
の
と
設
定
し
た
象
徴
的
な
）
楽
器
」
と
い
う
説
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
宋
代
以
降
、

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
も
生
ま
れ
た
。
代
表
的
な
も
の
は
、

（1）
錦
瑟
と
は
令
孤
楚
の
下
女
の
名
で
あ
る
（
宋
・
劉
輊
ほ
か
）、

（2）
三
句
目
か
ら

六
句
目
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
瑟
の
四
種
の
曲
調
（
適
、
怨
、
清
、
和
）
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
（
宋
・
黄
朝
英
ほ
か
）、

（3）
錦
瑟
は
歌
い
起
こ
し

の
言
葉
で
、
こ
の
詩
は
瑟
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
（
清
・
朱
鶴
齢
）、

（4）
こ
れ
は
妻
の
死
を
悼
む
詩
で
あ
る
（
清
・
朱
彜
尊
）、

（5）
唐
王

朝
の
凋
落
を
傷
む
詩
で
あ
っ
て
、
恋
愛
の
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
（
岑
仲
勉
）
な
ど
が
あ
る⑥
。
令
孤
楚
（
山
南
西
道
節
度
使
、
後
の
宰
相
）

は
李
商
隠
の
最
初
の
後
ろ
盾
で
あ
り
、
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
太
和
六
年
（
八
三
二
）、
科
挙
試
験
で
退
け
ら
れ
た
李
商
隠
は
令
孤
楚
に
従

い
、
太
原
に
赴
い
て
い
る
。「
錦
瑟
」
は
令
孤
楚
の
よ
う
な
高
官
の
家
に
い
る
家
妓
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
心
が
通
い
合
っ
た
こ
と
を
感

じ
て
も
若
き
李
商
隠
の
立
場
で
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、「
手
の
届
か
な
い
女
性
」
と
い
う
距
離
感
を
持
っ
て
描
か
れ

て
い
る
と
い
え
る⑦
。

　

一
方
、
李
商
隠
四
十
歳
の
大
中
五
年
（
八
五
一
）、
妻
の
王
氏
が
没
し
、
そ
の
年
に
「
房
中
曲
」
が
作
ら
れ
る
。
王
氏
の
死
を
悼
む
詩

と
さ
れ
る
「
房
中
曲
」
の
中
に
も
「
錦
瑟
」
が
み
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

（4）
の
「
亡
き
妻
が
弾
い
た
楽
器
」
と
い
う
解
釈
も
成
立
し
得
る
。

錦
瑟
無
端
五
十
絃　

一
絃
一
柱
思
華
年　

荘
生
暁
夢
迷
蝴
蝶　

望
帝
春
心
託
杜
鵑　

滄
海
月
明
珠
有
涙　

藍
田
日
暖
玉
生
烟　

此
情
可
待
成
追
憶　

只
是
当
時
已
惘
然
（「
錦
瑟
」）

薔
薇
泣
幽
素　

翠
帯
花
銭
小　

嬌
郎
痴
若
雲　

抱
日
西
簾
暁　

枕
是
龍
宮
石　

割
得
秋
波
色　

玉
簟
失
柔
膚　

但
見
蒙
羅
碧　
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憶
得
前
年
春　

未
語
含
悲
辛　

帰
来
已
不
見　

錦
瑟
長
於
人　

今
日
㵎
底
松　

明
日
山
頭
蘗　

愁
到
天
地
翻　

相
看
不
相
識
（「
房

中
曲
」）

　
「
房
中
曲
」
で
第
九
句
か
ら
第
十
二
句
に
お
い
て
、
旅
だ
つ
詩
人
を
、
言
葉
も
な
い
ほ
ど
辛
そ
う
に
見
送
っ
て
く
れ
た
相
手
は
、
詩

人
が
帰
る
と
す
で
に
亡
く
、
残
っ
た
の
は
錦
模
様
の
瑟
ば
か
り
、
と
い
う
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。「
房
中
曲
」
で
亡
き
妻
が
弾
い
て

い
た
楽
器
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
瑟
な
の
で
、「
錦
瑟
」
も
、
今
は
亡
き
奏
者
（
＝
妻
）
へ
の
追
憶
と
感
傷
の
境
地
へ
誘
う
楽
器
を
詠
ん
だ

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
作
も
、
相
手
の
女
性
は
曖
昧
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
悼
亡
詩
（
亡
き
妻
を
詠
む
）
と
さ

れ
る
「
房
中
曲
」
の
第
七
、八
句
の
よ
う
な
、
柔
ら
か
な
肌
や
薄
絹
を
ま
と
う
と
い
う
女
性
を
美
化
す
る
定
型
的
な
表
現
は
、
妻
に
対

し
て
は
通
常
使
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、李
商
隠「
錦
瑟
」に
つ
い
て
も
恋
愛
詩
な
の
か
、悼
亡
詩
な
の
か
と
い
う
議
論
が
生
ま
れ
た
。「
錦

瑟
」
を
悼
亡
詩
に
対
し
て
恋
愛
詩
の
手
法
を
用
い
た
、詩
史
上
ま
れ
な
詩
と
述
べ
、（
名
門
出
身
の
）
妻
の
死
後
、出
世
を
願
う
覇
気
を
失
い
、

孤
独
と
絶
望
の
中
で
落
魄
し
た
生
涯
を
悼
亡
の
詩
に
詠
ん
だ
詩
と
位
置
づ
け
る
研
究
も
あ
る⑧
。
妻
が
「
手
が
届
か
な
い
女
性
」
同
様
に

美
的
に
描
写
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
妻
の
王
氏
が
名
家
の
出
で
あ
っ
た
事
実
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寒
門
出
身
の
李
商
隠
は
学
才

を
見
込
ま
れ
て
王
茂
元
の
娘
と
結
婚
し
、
結
婚
後
は
令
孤
楚
に
代
わ
っ
て
義
父
が
後
ろ
盾
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
上
は
対

立
す
る
立
場
と
な
っ
た
令
孤
楚
父
子
か
ら
は
疎
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
義
父
と
妻
の
相
次
ぐ
逝
去
は
、
結
婚
で
得
た
新
し
い
後
ろ
盾
の

喪
失
で
も
あ
り
、
失
意
の
中
で
華
や
か
な
過
去
を
回
想
す
る
境
地
に
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

李
商
隠
「
錦
瑟
」
に
お
け
る
「
錦
瑟
」
は
妓
女
の
個
人
名
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
亡
き
妻
の
弾
い
た
楽
器
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

五
十
弦
と
い
う
弦
数
を
示
し
て
た
だ
ち
に
楽
器
の
属
性
に
移
行
し
な
が
ら
、
太
古
の
五
十
弦
瑟
伝
説
に
お
け
る
女
性
奏
者
を
想
起
さ
せ

て
い
る
。
典
型
的
に
は
二
十
五
弦
で
あ
る
「
瑟
」
が
、
も
と
も
と
は
五
十
弦
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
音
に
あ
ま
り
に
心
動
か
さ
れ
た
た
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め
、
半
分
に
壊
さ
れ
て
二
十
五
弦
と
な
っ
た
と
い
う
淵
源
を
示
す
伝
説
で
あ
る⑨
。
こ
の
伝
説
中
で
奏
楽
す
る
女
性
は
、
帝
に
命
じ
ら
れ

て
楽
器
を
弾
く
女
性
で
あ
り
、
高
官
に
命
じ
ら
れ
て
弾
く
立
場
に
あ
る
「
佳
人
錦
瑟
」
形
象
の
原
型
と
い
え
る
要
素
が
あ
る
。
第
一
句

に
お
い
て
、
一
気
に
時
間
軸
は
は
る
か
な
過
去
へ
と
遡
り
、
太
古
の
女
性
奏
者
の
姿
が
影
の
よ
う
に
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
詠
ん

だ
対
象
の
女
性
が
今
こ
の
世
に
い
る
の
か
ど
う
か
、
定
か
で
は
な
い
と
思
わ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
夢
か
ま
こ

と
か
、
当
時
で
す
ら
す
で
に
朦
朧
と
し
て
い
た
で
は
な
い
か
、
と
自
問
自
答
す
る
第
八
句
ま
で
導
い
て
い
く
。
ま
た
、
楽
器
が
破
ら
れ

た
伝
説
に
は
、
悲
し
み
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
悲
哀
の
情
と
も
、
見
事
な
演
奏
が
感
涙
を
引
き
起
こ
し
た
と
も
と
れ
る
が
、
華
や

か
な
年
月
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
分
か
ち
合
っ
た
人
と
の
別
れ
に
対
す
る
哀
感
に
も
重
ね
ら
れ
よ
う
。

　

第
二
句
の
「
一
弦
一
柱
思
華
年
」
に
お
け
る
「
一
弦
一
柱
」
と
い
う
表
現
は
、
琴
に
は
な
い
柱
が
あ
る
箏
か
瑟
を
さ
す
。「
華
年
」

（
美
し
い
青
春
）
の
思
い
出
の
多
さ
を
よ
く
表
せ
る
点
で
は
、
琴
（
七
弦
）
や
箏
（
歴
史
的
に
は
十
二
弦
お
よ
び
十
三
弦
、
十
六
弦
を
経
て
現
在
は

二
十
一
弦
が
一
般
的
）
よ
り
弦
数
の
多
い
瑟
が
適
し
て
い
る⑩
。
五
十
弦
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
淵
源
を
有
す
る
の
は
瑟
だ
け
で
あ
り
、
こ
の

弦
数
を
利
用
し
て
詩
的
効
果
を
挙
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う⑪
。

　
「
佳
人
錦
瑟
」
は
妓
女
が
奏
楽
す
る
酒
宴
の
場
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
李
商
隠
の
「
錦
瑟
」
は
、
女
性
奏
者
が
弾
く
楽
器
の
典

故
を
ふ
ま
え
、そ
れ
自
体
が
女
性
の
象
徴
ま
た
は
失
わ
れ
た
華
や
か
な
も
の
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
十
弦
瑟
伝
説
と
は
別
の
、

瑟
奏
者
の
原
型
と
い
え
る
典
故
を
用
い
た
作
が
、
杜
甫
「
奉
先
劉
少
府
新
画
山
水
障
歌
」
で
あ
る⑫
。
こ
れ
は
『
楚
辞
』（
遠
遊
）
に
み
え

る
瑟
奏
者
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
舜
帝
客
死
を
悲
し
ん
で
そ
の
地
で
あ
る
湘
水
に
投
身
し
、
没
後
神
と
な
っ
た
舜
の
二
妃
、
湘

君
・
湘
夫
人
で
あ
る⑬
。
ま
た
そ
の
流
し
た
涙
で
斑
に
な
っ
た
竹
の
典
故
も
多
く
の
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
瑟
は
彼
岸
の
存
在
と
な
っ

た
女
性
た
ち
が
奏
で
る
楽
器
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
商
隠
「
錦
瑟
」
に
は
、
特
に
こ
の
典
故
を
示
す
語
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
没
後
神
と
な
っ
た
女
性
奏
者
の
典
故
も
あ
る
た
め
、「
今
は
亡
き
妻
」
が
奏
で
て
い
た
楽
器
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
や
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す
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
古
瑟
の
隆
盛
期
と
地
域

　

も
と
も
と
李
商
隠
の
多
く
の
詩
に
特
徴
的
な
、
女
性
に
つ
い
て
具
体
性
を
あ
ら
わ
さ
な
い
象
徴
的
な
詩
風
が
「
錦
瑟
」
の
詩
に
も
あ

る
が
ゆ
え
に
、「
錦
瑟
」
は
、
恋
愛
と
は
無
関
係
に
唐
王
朝
の
凋
落
を
傷
む
詩
と
い
う
解
釈
ま
で
生
ま
れ
た
（
解
釈

（5）
参
照
）。
か
つ
て

は
盛
ん
だ
っ
た
が
、
つ
い
に
滅
び
た
唐
王
朝
の
象
徴
と
も
さ
れ
る
の
は
、
瑟
が
当
時
、
民
間
で
弾
か
れ
な
く
な
っ
た
楽
器
で
あ
り
、
過

ぎ
去
り
し
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
楽
器
史
上
の
古
瑟
の
実
態
に
も
即
し
て
い
る
と
い
え
る
。
近
年
考
古
学
的
に
も

判
明
し
つ
つ
あ
る
隆
盛
期
と
衰
退
期
の
時
代
的
な
推
移
を
、
こ
こ
で
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

春
秋
期
か
ら
漢
代
ま
で
に
造
営
さ
れ
た
墓
か
ら
完
品
の
瑟
が
出
土
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
の
発
掘
か
ら
で
あ
る
。
考
古
学
的
デ
ー

タ
の
蓄
積
に
よ
り
、
瑟
の
出
土
は
、
琴
に
比
べ
て
か
な
り
多
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
琴
瑟
の
数
比
を
同
時
同
所
の
出
土
例
に
見

る
な
ら
ば
、一
九
七
八
年
出
土
の
湖
北
省
隋
州
曾
侯
乙
墓
（
琴
二
、瑟
十
二
）⑭
、二
〇
〇
〇
年
出
土
の
山
東
省
章
丘
洛
荘
漢
墓
（
琴
二
、瑟
七
）

な
ど
、
個
別
の
事
例
で
確
認
で
き
る⑮
。

　

ま
た
そ
の
出
土
場
所
は
、
湖
北
、
湖
南
、
河
南
南
部
な
ど
の
古
代
に
お
け
る
楚
国
に
当
た
る
地
域
（
当
陽
曹
家
崗
五
号
墓
、
当
陽
趙
巷
四

号
墓
、
江
陵
雨
台
山
楚
墓
、
荊
門
包
山
墓
、
信
陽
長
台
関
一
号
墓
、
曾
侯
乙
墓
を
含
む
）
で
あ
る
。
概
ね
瑟
は
南
方
に
お
い
て
流
行
し
た
撥
弦
楽
器

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑯
。
こ
の
よ
う
な
地
域
差
は
、
古
文
献
上
の
記
述
か
ら
も
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
。
当
該
時
代
の
実
態
を
あ

る
程
度
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
最
古
の
二
大
文
学
『
詩
経
』（
北
方
）
と
『
楚
辞
』（
南
方
）
に
み
ら
れ
る
、
琴
瑟
の
出
現
数
に
も
当
て

は
ま
る
か
ら
で
あ
る⑰
。
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曾
侯
乙
墓
で
は
、
出
土
瑟
は
数
の
多
さ
、
大
き
さ
、
装
飾
と
も
同
所
出
土
の
琴
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
た
め
、
そ
の
当
時
、
楽
器
と

し
て
、
瑟
が
琴
よ
り
隆
盛
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
き
さ
と
装
飾
の
度
合
い
か
ら
、
琴
は
瑟
よ
り
ず
っ
と
小
さ
く
て
質
素
な

楽
器
で
あ
っ
た
と
要
約
さ
れ
て
い
る⑱
。
曾
侯
乙
墓
の
瑟
十
二
例
の
う
ち
も
っ
と
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
一
例
と
、
琴
に
分
類
さ
れ
て
い
る

二
例
の
う
ち
の
十
弦
琴
と
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
全
長
一
六
七
㎝
（
瑟
）、
六
十
七
㎝
（
琴
）、
複
数
色
の
漆
を
施
さ
れ
た
装
飾
（
瑟
）、
黒

漆
一
色
（
琴
）
と
い
う
違
い
が
明
ら
か
で
あ
る⑲
。

　

ま
た
、
楽
器
と
し
て
の
性
能
が
そ
の
時
期
に
は
瑟
の
方
が
優
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
奏
法
と
調
弦
の
あ
り
方
か
ら
み

て
、
瑟
は
琴
よ
り
も
古
い
楽
器
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
現
行
の
琴
の
調
弦
が
、
五
声
（
宮
、
商
、
角
、
徴
、
羽
）
の
音
階
調
弦

で
あ
る
こ
と
が
そ
の
根
拠
だ
と
す
る
研
究
が
あ
る
。
曾
侯
乙
墓
出
土
十
弦
琴
は
琴
面
が
波
打
っ
て
い
る
た
め
、
琴
面
上
で
指
を
滑
ら

せ
て
音
を
変
化
さ
せ
る
左
手
奏
法
は
可
能
で
は
な
く
、
琴
面
が
平
滑
に
な
る
戦
国
中
期
の
琴
（
湖
北
荊
門
郭
店
出
土
七
弦
琴
）
に
至
っ
て
、

初
め
て
そ
の
よ
う
な
奏
法
は
可
能
と
な
っ
た
。
左
手
奏
法
が
あ
れ
ば
、
一
弦
か
ら
三
オ
ク
タ
ー
ブ
以
上
の
音
が
出
せ
る
の
で
、
当
初
か

ら
音
階
調
弦
で
な
く
、
弦
数
も
七
弦
も
い
ら
ず
、
四
度
調
弦
な
ど
の
形
が
選
ば
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
左
手
奏
法

が
な
く
開
放
弦
を
弾
く
だ
け
で
あ
っ
た
始
原
の
琴
は
、
瑟
と
同
様
の
音
階
調
弦
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
今
日
の
琴
に

も
保
た
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る⑳
。
琴
瑟
の
ど
ち
ら
も
、
開
放
弦
を
弾
く
だ
け
の
奏
法
し
か
な
け
れ
ば
、
弦
数
が
多
く
、
楽
器
本

体
お
よ
び
共
鳴
箱
も
大
き
い
瑟
の
方
が
、
楽
器
の
性
能
と
し
て
、
音
が
微
弱
な
琴
よ
り
も
上
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
は
、
曾
侯
乙
墓
（
Ｂ
Ｃ
四
三
三
）
時
点
で
の
琴
と
瑟
の
状
況
で
あ
る
。
そ
の
後
、
漢
代
以
降
、
瑟
は
急
速
に
衰
退
し
た
。
そ
の
理

由
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
儀
礼
音
楽
に
要
求
さ
れ
る
条
件
が
変
わ
っ
た
、
ま
た
は
瑟
よ
り
も
小
さ
く
て
か
さ
ば
ら
な
い
箏
に
人

気
が
移
っ
た㉑
、 

あ
る
い
は
箏
は
柱
を
高
く
し
て
柱
外
（
柱
よ
り
左
部
分
）
を
左
手
で
押
し
て
中
間
の
音
を
取
れ
る
の
で
、
瑟
の
半
分
の
弦

数
で
瑟
以
上
の
機
能
を
果
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た㉒
、
な
ど
の
推
測
が
あ
る
。
漢
代
の
出
土
瑟
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
代
表
的
な
例
と
し
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て
馬
王
堆
漢
墓
出
土
瑟㉓
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
戦
国
期
の
曾
侯
乙
墓
出
土
瑟
に
比
べ
て
、
漢
代
に
入
る
と
装
飾
が
少
な
く
な
る㉔
。

　

他
方
、
琴
の
方
は
、
上
述
の
よ
う
に
戦
国
中
期
に
左
手
奏
法
が
可
能
な
平
滑
な
琴
面
と
な
り
、
そ
の
特
徴
は
前
漢
期
の
例
（
馬
王
堆

出
土
七
弦
琴㉕
）
に
も
み
え
、
現
行
の
琴
と
同
じ
特
徴
が
固
定
さ
れ
て
い
く
。

　

文
献
上
か
ら
み
て
も
、
漢
代
以
降
、
瑟
の
衰
退
は
、
ま
ず
出
現
数
か
ら
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。『
詩
経
』
と
『
楚
辞
』

か
ら
共
通
し
て
伺
え
る
の
は
、
瑟
が
琴
よ
り
も
数
が
多
く
み
え
る
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
漢
代
以
降
に
成
立
し
た
文
献
で
は
、
琴
と

瑟
と
の
出
現
数
は
逆
転
す
る
。
琴
の
名
手
へ
の
言
及
は
多
い
が
、
瑟
へ
の
言
及
は
時
折
み
え
る
に
過
ぎ
ず
、
漢
初
に
は
ソ
ロ
楽
器
と
し

て
の
瑟
は
殆
ど
全
く
言
及
さ
れ
な
く
な
る㉖
。『
史
記
』
と
『
漢
書
』
か
ら
、こ
の
指
摘
を
確
認
し
て
み
る
と
、琴
を
弾
く
奏
者
の
記
述
は
、

五
帝
期
か
ら
漢
代
ま
で
減
る
こ
と
は
な
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
瑟
を
弾
く
奏
者
は
、
年
代
と
し
て
は
前
漢
ま
で
し
か
み
え
な
い
の
が
確

認
で
き
る㉗
。

　

史
書
以
外
で
は
、た
と
え
ば『
礼
記
』で
も
同
様
の
傾
向
は
確
認
で
き
る
。『
礼
記
』で
は
瑟
は「
琴
瑟
」と
い
う
並
列
で
の
出
現
例
が
も
っ

と
も
多
く
（
十
二
例
）、
単
独
の
琴
は
五
例
（
琴
奏
者
ま
た
は
製
作
者
が
明
示
さ
れ
た
記
述
は
四
例
）、
琴
と
並
列
で
は
な
い
瑟
は
二
例
の
み
で
、

個
人
の
奏
者
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
例
の
う
ち
楽
記
篇
に
み
え
る
一
例
が
「
清
廟
の

瑟
」
で
あ
り
、「
朱
絃
疎
越
」（
赤
い
練
り
糸
の
弦
で
、
ゆ
る
や
か
な
穴
が
開
い
て
い
る
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

　

冒
頭
に
示
し
た
、
白
居
易
「
五
絃
弾
」
に
言
う
「
朱
絃
疎
越
清
廟
瑟
」
は
、
祖
先
の
御
霊
を
祀
る
宗
廟
で
用
い
る
特
殊
用
途
の
瑟
を

示
す
。『
礼
記
』
楽
記
に
み
え
る
瑟
は
、
本
稿
で
定
義
し
た
「
古
瑟
」
の
時
代
の
楽
器
に
相
当
す
る
が
、
そ
れ
は
個
人
が
楽
し
み
の
た

め
に
弾
く
よ
う
な
演
奏
機
会
で
は
な
く
、
祖
先
に
対
す
る
儀
礼
で
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
瑟
」
が
「
清
廟
」
ま
た
は
「
朱
絃
疎
越
」

を
伴
っ
て
詩
中
で
使
わ
れ
る
と
き
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
楽
器
そ
の
も
の
よ
り
も
、
宗
廟
で
奏
さ
れ
る
儀
礼
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

用
い
ら
れ
る
例
の
方
が
多
い
。
華
や
か
さ
と
は
対
極
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
音
楽
の
担
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い
手
は
女
性
奏
者
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
も
「
佳
人
錦
瑟
」
と
は
対
極
的
と
い
え
る
。

　
　
　

四
、
詩
語
に
み
ら
れ
る
琴
瑟
の
書
き
分
け

　

で
は
、
ほ
か
の
詩
人
は
瑟
を
ど
う
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
琴
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
さ
ら
に
み
て
み
よ
う
。

　

李
白
に
は
、
同
一
詩
中
に
、
琴
と
瑟
を
対
照
的
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
作
が
あ
る
。

　
「
斉
瑟
弾
東
吟
」
で
は
、
瑟
奏
者
は
女
性
で
あ
り
、
し
か
も
淫
靡
な
気
持
ち
を
起
さ
せ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
末
尾
に
あ

ら
わ
れ
る
琴
奏
者
が
霞
を
食
す
仙
人
で
あ
る
の
と
は
、
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

斉
瑟
弾
東
吟　

秦
絃
弄
西
音　

慷
慨
動
顔
魄　

使
人
成
荒
淫　

彼
女
侫
邪
子　

婉
孌
来
相
尋
（
中
略
）
安
識
紫
霞
客

瑶
台
鳴
素
琴
（「
斉
瑟
弾
東
吟
」）

　

ま
た
、
瑟
だ
け
が
み
え
る
「
擬
古　

十
二
首
」
で
は
、
美
人
の
奏
楽
描
写
と
し
て
、
類
型
的
な
描
き
方
が
み
ら
れ
る㉘
。

　

女
性
以
外
の
瑟
奏
者
が
描
か
れ
て
い
る
作
と
し
て
は
、
朝
廷
を
追
放
さ
れ
た
後
で
東
魯
で
文
人
た
ち
と
交
遊
し
た
後
（
七
四
六
年
）

の
作
「
夢
遊
天
姥
吟
留
別
」
で
、
虎
に
瑟
を
弾
か
せ
て
い
る㉙
。
夢
で
遊
ぶ
と
い
う
題
字
が
示
す
と
お
り
、
天
姥
山
の
話
を
聞
い
て
心
誘

わ
れ
、
夢
の
中
で
仙
人
た
ち
を
従
え
て
雄
大
な
山
に
遊
ん
で
か
ら
目
が
覚
め
る
内
容
で
、
仙
人
世
界
に
あ
こ
が
れ
る
心
境
を
詠
む
遊
仙

詩
に
当
る
。
ま
た
、「
感
興
八
首　

其
五
」（
一
説
に
四
十
四
歳
の
作
）
で
は
、
李
白
自
身
が
瑟
を
弾
く
が
、
仙
人
の
遊
び
の
楽
し
み
か
ら

離
れ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
想
像
上
の
遊
び
で
あ
る㉚
。
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他
方
、
琴
が
み
え
る
詩
と
し
て
は
、
ま
ず
琴
演
奏
の
聞
き
手
と
し
て
の
作
品
が
あ
り㉛
、
琴
が
酒
と
と
も
に
現
れ
る
例
が
複
数
み
え
る
。

た
と
え
ば
山
の
中
で
隠
者
と
対
酌
す
る
「
山
中
与
幽
人
対
酌
」㉜
や
、最
晩
年
に
人
生
を
ふ
り
か
え
っ
た
「
悲
歌
行
」（
六
十
二
歳
の
作
）
で
、

理
解
者
が
い
な
い
悲
し
み
を
ま
ぎ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
酒
と
琴
と
を
記
し
て
い
る㉝
。

　

次
に
杜
甫
に
お
い
て
は
、
そ
の
浪
人
時
代
の
作
品
中
に
、
宴
会
に
用
い
ら
れ
る
楽
器
と
し
て
瑟
が
み
え
る
。
五
言
古
詩
の
「
自
京
赴

奉
先
県
詠
懐
五
百
字
」（
京
自
り
奉
先
県
に
赴
く
と
き
の
詠
懐
、
五
百
字
）（
天
宝
十
四
年
、
七
五
五
）
で
あ
る
。
安
祿
山
の
乱
の
直
前
に
詠
ま
れ

た
長
編
の
詩
で
、
杜
陵
に
一
人
の
木
綿
着
の
男
が
住
ん
で
お
り
、
老
い
ぼ
れ
る
に
従
っ
て
い
よ
い
よ
世
間
む
き
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ

た
（
杜
陵
有
布
衣　

老
大
意
転
拙
）
で
始
ま
り
、
瑟
は
、
庶
民
の
暮
ら
し
の
苦
し
さ
と
対
比
さ
せ
て
描
い
た
宮
中
の
贅
沢
な
様
子
に
添
え

ら
れ
て
い
る
。

況
聞
内
金
盤　

尽
在
衛
霍
室　

中
堂
舞
神
仙　

煙
霧
散
玉
質　

煖
客
貂
鼠
裘　

悲
管
逐
清
瑟　

歓
客
駝
蹄
羮　

霜
橙
圧
香
橘　

朱
門
酒
肉
臭　

路
有
凍
死
骨　

栄
枯
咫
尺
異　

惆
悵
難
再
述
（「
自
京
赴
奉
先
県
詠
懐
五
百
字
」）

　

続
く
段
で
、
杜
甫
自
身
の
幼
子
が
飢
え
か
ら
死
ん
だ
こ
と
を
嘆
き
、
重
税
に
耐
え
か
ね
て
生
業
を
捨
て
た
流
民
や
遠
征
の
兵
士
を
憂

う
句
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
お
け
る
瑟
は
押
韻
の
た
め
に
選
ば
れ
て
い
る
面
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が㉞
、
過
度
に
贅
沢
な
飲
食

の
場
に
伴
わ
れ
た
娯
楽
音
楽
を
表
し
て
い
る
。
杜
甫
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
酔
佳
人
錦
瑟
旁
」
の
表
現
が
あ
り
（
曲
江
対
雨
）、
そ

れ
は
酒
宴
の
場
を
表
し
て
い
た
。

　

一
方
、
琴
は
宴
の
音
楽
を
奏
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
も
、
豪
奢
な
も
の
と
は
対
極
の
イ
メ
ー
ジ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
七
言
歌
行
の
「
送
孔
巣
父
謝
病
帰
遊
江
東
兼
呈
李
白
」（
孔
巣
父
が
病
を
謝
し
て
帰
り
江
東
に
遊
ぶ
を
送
り
、
兼
ね
て
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李
白
に
呈
す
）（
天
宝
五
年
、
七
四
六
の
作
）
で
は
、
才
を
認
め
合
い
、
別
れ
を
惜
し
む
文
人
の
酒
宴
に
、
琴
の
音
が
影
の
よ
う
に
添
え
ら
れ

て
い
る
。
美
人
は
登
場
さ
せ
ず
、
清
清
し
い
送
別
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
前
半
の
俗
世
間
と
の
決
別
を
た
た
え
る
詩
句
と
も
呼
応
し

て
、
隠
逸
の
形
象
が
あ
る
琴
（
後
述
）
が
選
ば
れ
た
よ
う
に
み
え
る㉟
。
李
白
は
「
悲
歌
行
」
の
よ
う
な
、
自
己
の
内
面
理
解
を
希
求
す

る
詩
に
お
い
て
琴
と
酒
を
用
い
た
が
、
杜
甫
は
、
よ
り
親
密
な
交
流
の
あ
っ
た
友
と
の
清
ら
か
な
送
別
の
宴
に
添
え
る
楽
器
と
し
て
、

意
識
的
に
琴
を
選
ん
だ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　

五
、
李
杜
以
前
の
瑟
の
形
象

　

次
に
瑟
の
描
き
方
を
六
朝
期
ま
で
遡
っ
て
み
る
な
ら
、
晋
・
陶
淵
明
が
、
琴
瑟
を
も
っ
と
も
対
照
的
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
そ
の
生
涯
に
お
け
る
琴
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
隠
逸
生
活
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
し
て
琴
を
描
い
た
作

は
多
い㊱
。
琴
は
畑
仕
事
に
い
そ
し
む
生
活
に
お
け
る
至
上
の
楽
し
み
と
歌
い㊲
、
琴
書
に
は
明
け
暮
れ
て
も
田
園
を
履
ま
な
い
よ
う
な
人

生
に
対
し
て
は
肯
定
的
で
は
な
く
、
官
吏
と
し
て
の
栄
達
を
完
全
に
捨
て
た
、
田
園
で
の
労
働
に
伴
う
琴
こ
そ
を
是
と
し
て
い
る㊳
。

　

瑟
は
と
い
え
ば
、「
閑
情
賦
」（
推
定
三
十
歳
の
作
）、「
夫
何
瓌
逸
之
令
姿
、
独
曠
世
以
秀
羣
（
こ
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
麗
し
い
姿
、
世
に
も
ま
れ

な
抜
き
ん
出
た
人
で
あ
る
）」
で
は
じ
ま
る
美
人
の
奏
楽
描
写
に
現
わ
れ
る
。

（
前
略
）
褰
朱
幃
而
正
坐　

泛
清
瑟
以
自
欣　

送
繊
指
之
余
好　

攘
皓
袖
之
繽
紛　

瞬
美
目
以
流
眄　

含
言
笑
而
不
分　

曲
調
将

半　

景
落
西
軒　

悲
商
叩
林　

白
雲
依
山　

仰
睇
天
路　

俯
促
鳴
絃　

神
儀
嫵
媚　

挙
止
詳
姸　
（
後
略
）（「
閑
情
賦
」）
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た
だ
し
「
閑
情
賦
」
の
後
出
部
分
に
は
琴
も
み
え
る
。
有
名
な
「
十
悲
」
の
部
分
、
す
な
わ
ち
十
の
願
い
を
特
徴
的
な
定
型
句
、「
願

わ
く
は
・
・
に
な
り
た
い
（
願
在
・
・
）」
で
並
べ
ら
れ
る
句
中
で
あ
る
。
上
衣
に
な
れ
る
も
の
な
ら
襟
に
な
っ
て
華
や
か
な
首
の
香
り

を
か
ぎ
た
い
、
も
す
そ
に
な
れ
る
な
ら
帯
に
な
っ
て
そ
の
細
い
腰
に
巻
か
れ
た
い
、
に
始
ま
り
、
佳
人
の
身
に
つ
け
る
も
の
、
用
い
る

も
の
に
な
っ
て
、
そ
ば
に
い
た
い
と
願
う
。
こ
れ
ら
の
願
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
し
か
し
悲
し
い
か
な
、
衣
は
宵
に
は
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
る
、

気
候
が
変
わ
れ
ば
帯
は
着
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
帰
結
に
よ
っ
て
、そ
の
希
求
に
反
し
た
現
実
が
示
さ
れ
る
。
琴
は
「
十
悲
」

の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
、「
木
な
ら
ば
桐
と
な
っ
て
あ
な
た
の
ひ
ざ
の
上
の
琴
と
し
て
奏
で
ら
れ
た
い
。
た
だ
悲
し
い
こ
と
に
は
楽
し
み

極
ま
っ
て
哀
し
み
が
生
じ
、
つ
い
に
は
私
（
＝
琴
）
を
推
し
や
っ
て
音
を
出
さ
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る㊴
。
瑟
を
弾
く
姿
で
登
場
し

た
佳
人
は
、
従
っ
て
瑟
だ
け
で
は
な
く
琴
を
も
弾
く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
琴
の
あ
ら
わ
れ
る
句
は
短
い
。
冒
頭
の
長
い
鼓
瑟
描

写
の
方
が
、
印
象
と
し
て
は
強
く
残
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
閑
情
賦
」
の
美
人
に
よ
る
鼓
瑟
と
は
も
っ
と
も
対
照
的
な
琴
を
描
い
た
詩
を
一
例
挙
げ
る
と
、
陶
氏
自
身
を
投
影
し
た
と
も
思
わ

れ
る
、
赤
貧
に
あ
り
な
が
ら
恬
淡
と
生
き
て
琴
を
弾
く
人
物
が
あ
る㊵
。

　

琴
の
超
俗
隠
遁
と
い
う
象
徴
性
は
、
紂
王
を
諫
め
た
が
、
聞
き
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
、
狂
人
の
ふ
り
を
し
て
琴
を

弾
い
た
と
描
か
れ
る
殷
の
箕
子
（『
史
記
』
宋
微
子
世
家
）
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、
政
事
か
ら
身
を
引
い
て
隠
者
と
な
る

人
物
が
琴
を
手
に
す
る
例
は
多
い
（『
後
漢
書
』
逸
民
列
伝
の
梁
鴻
、『
晋
書
』
隠
逸
伝
の
孫
登
）。
正
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
隠
逸
の
列
伝
が
設

け
ら
れ
た
『
晋
書
』
は
、
琴
が
魏
晋
に
お
い
て
隠
遁
と
深
く
結
び
つ
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る㊶
。

　

陶
淵
明
は
そ
の
代
表
的
存
在
で
も
あ
り
、
琴
は
、
こ
の
よ
う
な
俗
世
間
と
か
か
わ
ら
な
い
隠
士
の
「
清
貧
」
の
象
徴
で
あ
る
の
に
対

し
て
、「
閑
情
賦
」
の
瑟
は
「
艶
」
と
、
対
比
的
に
要
約
で
き
よ
う
か
。

　

他
方
、
李
白
は
求
職
期
間
中
に
失
意
の
う
ち
に
隠
棲
し
た
時
期
が
あ
り
、
ま
た
安
祿
山
の
乱
（
七
五
五
）
の
前
に
も
隠
棲
生
活
を
送
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り
は
し
て
も
、
仕
官
へ
の
夢
は
捨
て
き
れ
ず
、
陶
淵
明
の
よ
う
な
田
園
生
活
を
長
期
に
わ
た
っ
て
実
践
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、

官
位
を
自
ら
捨
て
ら
れ
る
人
物
に
対
す
る
憧
憬
が
あ
り㊷
、
陶
淵
明
の
素
琴
の
故
事
に
基
づ
い
た
作
品
も
あ
る㊸
。
陶
淵
明
の
場
合
は
、
琴

は
俗
世
間
を
離
れ
た
幽
居
生
活
の
友
と
い
う
単
一
の
形
象
に
要
約
で
き
る
が
、
李
白
は
陶
淵
明
よ
り
も
作
品
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
琴

と
瑟
の
両
者
と
も
に
、よ
り
多
様
な
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
瑟
に
つ
い
て
は
、陶
淵
明
の
「
閑
情
賦
」
と
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
擬

古　

十
二
首
」
に
あ
り
、
ま
た
「
斉
瑟
弾
東
吟
」
の
よ
う
に
、
一
作
品
中
で
瑟
と
琴
と
が
対
極
的
な
位
置
に
置
か
れ
た
作
で
は
、
琴
奏

者
は
仙
人
で
あ
り
、
陶
淵
明
が
「
擬
古
其
五
」
で
描
い
た
、
隠
者
の
よ
う
な
人
物
像
に
近
い
。

　

他
方
、「
自
京
赴
奉
先
県
詠
懐
五
百
字
」
の
よ
う
な
作
で
、
杜
甫
の
よ
う
な
社
会
派
詩
人
の
目
は
、
宮
中
の
贅
沢
さ
の
象
徴
と
し
て
、

意
識
的
に
瑟
を
選
ん
だ
よ
う
に
も
み
え
た
。
こ
の
原
型
は
、『
文
選
』
所
収
作
で
、
諷
諫
者
の
視
点
が
あ
る
都
市
讚
歌
の
中
で
や
は
り

贅
沢
な
宴
に
瑟
が
み
え
る
例
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
後
漢
・
張
衡
の
都
賦
「
西
京
賦
」（『
文
選
』
巻
二
）
に
は
以
下
の
部
分
が

あ
る
。（

前
略
）
大
駕
幸
乎
平
楽
之
館　

張
甲
乙
而
襲
翠
被　

攢
珍
宝
之
玩
好　

紛
瑰
麗
以
奢
靡
（
中
略
）
総
会
僊
倡　

戯
豹
舞
羆　

白
虎

鼓
瑟
（
後
略
）（「
西
京
賦
」）

　

後
漢
・
班
固
の
「
両
都
賦
」（
東
都
賦
、
西
都
賦
）
を
ふ
ま
え
、
永
初
元
年
（
一
〇
七
）
に
「
東
京
賦
」
と
合
わ
せ
て
「
二
京
賦
」
と
併

称
さ
れ
る
作
で
あ
る
。

　
「
両
都
賦
」に
擬
し
な
が
ら
も
、上
流
支
配
階
級
の
際
限
の
な
い
奢
侈
を
諷
諫
し
て
い
る
。
そ
の
豪
奢
な
宴
の
描
写
中
に
瑟
が
み
え
る
。

元
封
二
年
（
Ｂ
Ｃ
一
〇
九
）
に
建
築
さ
れ
た
平
楽
館
へ
行
幸
す
る
武
帝
の
盛
装
ぶ
り
や
、
館
で
行
な
わ
れ
る
派
手
な
仮
装
の
余
興
が
描
か
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れ
、
瑟
奏
者
は
白
虎
に
扮
し
た
俳
優
ま
た
は
歌
姫
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
示
し
た
李
白
の
「
夢
遊
天
姥
吟
留
別
」
は
、
こ
の
瑟

奏
者
の
白
虎
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
や
は
り
『
文
選
』
所
収
の
魏
の
曹
植
の
詩
に
は
、
箏
と
と
も
に
瑟
が
酒
宴
の
場
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
作

が
あ
る㊹
。
同
じ
作
者
の
楽
府
「
箜
篌
引
」
に
も
、
秦
箏
と
組
み
合
わ
せ
た
同
様
の
表
現
で
、
宴
の
場
面
に
「
斉
瑟
」
が
み
え
る
。
こ
れ

ら
の
作
に
お
い
て
は
、
瑟
は
琴
と
と
も
に
は
現
わ
れ
て
お
ら
ず
、
箏
と
の
組
み
合
わ
せ
で
酒
宴
の
音
楽
を
表
し
て
い
る
。

　

古
代
の
瑟
は
唐
以
前
に
伝
承
が
絶
え
た㊺
。
よ
り
詳
し
く
は
、
ソ
ロ
楽
器
と
し
て
の
瑟
の
伝
承
は
東
晋
（
三
一
七
―
四
二
〇
）
か
ら
完
全

に
忘
れ
去
ら
れ
た
と
す
る
も
の㊻
、
Ａ
Ｄ
一
世
紀
の
初
め
に
こ
の
楽
器
は
実
質
的
に
姿
を
消
し
た㊼
と
す
る
も
の
な
ど
先
行
研
究
は
古
瑟
の

断
絶
時
期
を
さ
ま
ざ
ま
に
と
ら
え
て
い
る
。
断
絶
時
期
は
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
魏
晋
の
こ
ろ
は
「
古
瑟
」
の
実
態
が
消
え

て
い
た
と
し
て
も
ま
だ
間
も
な
い
時
期
と
い
え
る
。
あ
る
程
度
は
実
態
に
即
し
た
描
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
四
で
述

べ
た
よ
う
に
、
杜
甫
は
押
韻
の
た
め
に
、
宴
に
伴
わ
れ
る
楽
器
を
瑟
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
自
分
の
生
き
る
時
代

（
唐
代
）
を
風
刺
す
る
た
め
に
、『
文
選
』
所
収
作
の
豪
奢
な
娯
楽
場
面
に
添
え
ら
れ
て
き
た
古
代
の
瑟
の
形
象
を
意
識
的
に
用
い
た
面

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

六
、
蘇
軾
お
よ
び
琴
と
瑟
の
奏
者
像
の
変
遷
に
つ
い
て

　

今
度
は
李
杜
よ
り
後
の
時
代
に
目
を
向
け
、
蘇
軾
の
作
品
を
み
て
み
よ
う
。
二
で
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、「
錦
瑟
」
に
「
佳
人
」

を
伴
わ
せ
、
そ
の
前
句
に
み
え
た
質
素
な
庵
と
は
対
照
的
な
場
を
表
し
て
い
た
作
が
あ
る
。
一
方
で
、
友
人
の
詩
の
風
格
を
、
清
廟
の

瑟
に
伴
わ
れ
た
歌
の
質
朴
さ
に
喩
え
た
表
現
を
有
す
る
詩
が
あ
る
。
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唐
宋
詩
に
み
え
る
瑟
の
形
象

　
　

秋
来
不
見
渼
陂
岑　

千
里
詩
盟
忽
重
尋　

大
木
百
囲
生
遠
籟　

朱
絃
三
歎
有
遺
音
（
後
略
）（「
答
仲
屯
田
次
韻
」）

　

こ
こ
に
は
瑟
は
明
示
的
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、『
礼
記
』
の
「
朱
絃
」
を
ふ
ま
え
て
瑟
を
指
す
。
白
居
易
と
は
違
い
、
正
統
な
音

楽
を
述
べ
る
た
め
で
は
な
く
、
友
人
の
詩
を
称
え
る
類
比
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
論
語
』
先
進
篇
を
ふ
ま
え
た
詩
「
宿
州
次
韻
劉
涇
」（
熙
寧
十
年
、
一
〇
七
七
）
が
あ
る
。

我
欲
帰
休
瑟
漸
希　

舞
雩
何
日
著
春
衣　

多
情
白
髪
三
千
丈　

無
用
蒼
皮
四
十
囲　

晩
覚
文
章
真
小
枝　

早
知
風
貴
有
危
機　

為
君
垂
涕
君
知
否　

千
古
華
亭
鶴
自
飛
（「
宿
州
次
韻
劉
涇
」）

　

蘇
軾
は
故
郷
に
帰
り
た
い
と
願
う
が
、
舞
雩
に
遊
べ
る
日
は
い
つ
に
な
る
の
か
と
自
問
す
る
。
舞
雩
は
、
瑟
を
弾
き
や
め
て
孔
子
の

問
い
に
答
え
た
曾
点
の
言
葉
に
み
え
る
。
ゆ
あ
み
ま
た
は
雨
乞
い
の
場
所
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
登
用
さ
れ
た
ら
何
を
す
る
か
と
問
わ

れ
て
、
春
の
終
わ
り
に
ゆ
あ
み
を
し
、
あ
る
い
は
雨
乞
い
の
場
所
に
行
っ
て
歌
い
な
が
ら
帰
り
た
い
と
述
べ
た
曾
点
の
答
え
は
、
ほ
か

の
弟
子
た
ち
の
力
の
入
っ
た
抱
負
に
比
べ
て
の
ど
か
な
内
容
で
あ
り
、
こ
の
挿
話
は
牧
歌
的
な
印
象
を
与
え
る㊽
。
同
じ
『
論
語
』
先
進

篇
に
は
、
瑟
が
孔
子
門
下
の
教
習
楽
器
と
し
て
弾
か
れ
て
い
た
日
常
を
示
す
別
の
挿
話
も
あ
り㊾
、
子
路
の
学
問
が
、
今
一
歩
を
残
し
て

は
い
る
が
す
で
に
抜
群
で
あ
る
こ
と
に
た
と
え
て
、
門
人
た
ち
の
不
敬
を
い
ま
し
め
た
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
孔
子
門
下
で

は
瑟
が
学
芸
水
準
の
判
断
材
料
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

蘇
軾
は
第
一
句
、
第
二
句
で
帰
郷
と
晩
春
の
舞
雩
に
こ
が
れ
る
心
境
を
吐
露
し
な
が
ら
、
千
五
百
年
近
く
前
に
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
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背
景
で
鳴
り
響
い
た
楽
器
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

　

も
と
も
と
『
論
語
』
で
は
、
琴
が
一
例
も
み
え
ず
、
瑟
の
み
が
孔
子
自
身
お
よ
び
弟
子
た
ち
が
弾
く
楽
器
と
し
て
現
わ
れ
る
が
（
先

進
、
陽
貨
）、
こ
れ
は
本
稿
の
三
で
述
べ
た
瑟
の
隆
盛
期
の
状
況
と
矛
盾
し
て
い
な
い
。
琴
一
（
ま
た
は
二
）
に
対
し
、
瑟
十
二
が
発
見
さ

れ
た
曾
侯
乙
墓
（
Ｂ
Ｃ
四
三
三
）
の
墓
主
が
生
き
て
い
た
時
代
は
、
孔
子
（
五
五
一
―
四
七
九
Ｂ
Ｃ
）
よ
り
少
し
後
の
時
代
に
当
た
る
か
ら

で
あ
る
。

　
『
論
語
』
に
琴
が
み
え
な
い
こ
と
は
、
後
の
時
代
に
完
全
に
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
宋
・
史
縄
祖
の
学
術
に

関
す
る
見
聞
を
記
し
た
『
学
斉
佔
畢
』
に
は
、「
瑟
先
於
琴
」
と
題
す
る
一
文
が
あ
り
、「（
あ
る
人
が
ま
た
言
う
に
は
）
六
経
で
は
琴
瑟
を

皆
兼
ね
た
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
孔
子
門
下
で
は
瑟
の
み
で
、
琴
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
瑟
が
先
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
の
で
あ
る
。
瑟
を
挙
げ
て
琴
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る㊿
。

　

今
ま
で
み
た
詩
で
は
、
瑟
は
男
性
奏
者
よ
り
も
女
性
奏
者
を
伴
い
、
立
派
な
宴
や
娯
楽
音
楽
を
想
起
さ
せ
る
形
象
の
方
が
目
に
つ
く
。

例
外
的
に
「
朱
弦
疎
越
」
の
瑟
（
白
居
易
、
蘇
軾
）
は
、
清
廟
と
い
う
特
殊
な
場
所
で
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
女
性
奏
者
の
奏
楽
場
所

と
は
対
極
的
な
場
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
士
大
夫
階
級
や
そ
れ
に
準
ず
る
階
層
の
男
性
が
教
養
・
教
習
の
一
環
と
し
て
瑟
を
弾
い
て
い
た

時
期
が
あ
る
こ
と
は
『
論
語
』
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。『
史
記
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
献

が
孔
子
を
琴
奏
者
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

　

司
馬
遷
は
、
孔
子
が
、
瑟
で
は
な
く
琴
と
深
い
縁
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
き
（
孔
子
世
家
）、
さ
ら
に
禅
譲
伝
説
で
堯
か
ら
舜
へ
、

帝
位
と
と
も
に
琴
と
二
妃
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
（
五
帝
紀
）。
瑟
に
つ
い
て
は
、
戦
国
期
に
王
位
に
あ
る
男
性
（
趙
王
）

が
弾
い
た
こ
と
を
記
し
て
は
い
る
（
藺
相
如
列
伝
）。
し
か
し
舜
と
孔
子
と
い
う
理
想
的
人
物
像
の
系
譜
に
は
琴
を
も
た
せ
た
わ
け
で
あ

る
。
孔
子
が
弾
い
た
の
を
瑟
と
す
る
文
献
（
た
と
え
ば
『
論
語
』）、
琴
と
す
る
文
献
（『
史
記
』
ほ
か
）
と
に
分
か
れ
る
よ
う
に
、
舜
に
つ
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に
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る
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い
て
も
、
舜
が
制
作
し
た
（
あ
る
い
は
弾
き
な
が
ら
南
風
を
歌
っ
た
）
と
さ
れ
る
楽
器
の
記
述
は
、
五
弦
と
の
み
述
べ
て
琴
か
瑟
か
を
明
記

し
な
い
文
献
（『
韓
非
子
』
外
儲
説
）
と
、
五
弦
の
琴
と
明
示
す
る
文
献
（『
史
記
』
楽
書
、『
礼
記
』
楽
記
）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
漢
代
以
降

編
纂
さ
れ
た
文
献
で
は
、「
之
琴
」
の
二
字
が
追
加
さ
れ
て
「
五
弦
之
琴
」
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る�
。
ち
な

み
に
瑟
で
五
弦
を
有
す
る
も
の
は
、『
呂
氏
春
秋
』
に
記
述
が
あ
る
が
（
仲
夏
紀
・
古
楽
）、
舜
に
は
直
接
関
わ
っ
て
い
な
い
。

　
　
　

七
、
琴
と
瑟
の
関
係

　

舜
と
孔
子
に
加
え
て
、
司
馬
遷
が
琴
を
持
た
せ
て
描
い
た
の
は
、
五
に
お
い
て
隠
者
像
の
原
型
と
し
て
触
れ
た
人
物
、
紂
王
を
諫
め

て
琴
を
弾
き
、
自
ら
悲
し
ん
だ
殷
の
箕
子
（『
史
記
』
宋
微
子
世
家
）
で
あ
る
。

　

隠
逸
の
形
象
に
と
っ
て
も
っ
と
も
必
要
な
楽
器
属
性
は
持
ち
運
び
可
能
な
大
き
さ
で
、
一
人
で
抱
え
て
山
中
に
籠
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
た
の
は
琴
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
出
土
し
た
「
古
瑟
」
の
大
き
さ
に
は
多
様
性
が
あ
り
、
そ
の

全
長
は
八
十
四
～
二
一
〇
㎝
と
い
う
ば
ら
つ
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
表
参
照
）。
現
在
演
奏
さ
れ
て
い
る
琴
（
平
均
一
二
〇
㎝
前
後
）
と

大
差
な
い
サ
イ
ズ
の
も
の
も
あ
っ
た
（
表
の
例
15
、
16
な
ど
）。
文
献
で
も
、
瑟
を
持
つ
隠
者
が
描
か
れ
た
話
も
あ
る
。
た
と
え
ば
九
十
五

歳
の
隠
者
、
栄
啓
期
な
る
人
物
が
孔
子
と
対
話
し
、
瑟
を
鼓
し
て
自
ら
楽
し
む
人
生
を
語
っ
て
み
せ
て
い
る
（『
説
苑
』
雑
言
）。
孔
子
よ

り
も
年
長
だ
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
人
に
設
定
さ
れ
た
人
物
が
手
に
す
る
の
は
、
琴
よ
り
も
瑟
で
あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
。
た
だ
し
箕

子
が
生
き
た
殷
の
時
代
と
も
な
る
と
、
音
楽
考
古
学
か
ら
の
検
証
は
難
し
い
。

　
『
説
苑
』
は
ま
た
、
申
旗
な
る
楽
人
が
瑟
に
顔
を
伏
せ
な
が
ら
も
秦
の
昭
王
の
意
見
は
間
違
っ
て
い
る
と
明
言
す
る
挿
話
も
載
せ
て

い
る
（『
説
苑
』
敬
慎
）。
ほ
ぼ
同
話
の
も
の
が
、
他
文
献
で
は
瑟
で
は
な
く
琴
を
伴
っ
て
、
描
か
れ
て
い
る
（『
史
記
』
魏
世
家
、『
韓
非
子
』
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難
三
。
い
ず
れ
も
楽
人
名
を
中
期
と
す
る
）。
隠
者
や
自
分
の
意
見
を
王
に
対
し
て
も
臆
せ
ず
口
に
す
る
楽
人
は
、
身
分
が
あ
り
な
が
ら
位

を
捨
て
ら
れ
る
か
、
従
者
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
諫
言
な
ど
立
場
を
越
え
た
行
動
を
取
る
人
間
で
あ
る
。
琴
が
突
出
し
た
扱
い
を
受
け

る
時
代
に
な
る
と
、
正
し
き
道
を
志
向
し
、
潔
さ
も
あ
る
人
物
像
が
手
に
す
る
の
は
、「
琴
は
禁
な
り
。
邪
淫
を
禁
止
し
、
人
心
を
正

し
く
す
」（『
白
虎
通
』
礼
楽
）
と
書
か
れ
た
琴
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
て
、琴
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
舜
の
「
五
弦
」
の
楽
器
は
後
に
加
筆
さ
れ
て
「
五
弦
之
琴
」
と
な
っ
た
と
い
う
説
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
の

よ
う
な
人
物
た
ち
の
挿
話
も
、当
初
「
瑟
」
で
あ
っ
て
も
次
第
に
「
琴
」
に
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
説
苑
』
の
方
が
、
雑
言
篇
の
栄
啓
期
の
話
と
と
も
に
、
敬
慎
篇
の
申
旗
の
話
も
、
よ
り
古
い
形
の
記
述
（
琴
で
な
く
瑟
で
あ
っ
た
）
を
と

ど
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

琴
と
瑟
の
大
き
さ
は
、
文
献
上
、
も
っ
と
も
一
般
的
に
は
、
琴
「
三
尺
六
寸
」、
瑟
「
七
尺
二
寸
」
ま
た
は
「
八
尺
一
寸
」
と
記
述

さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
全
長
比
は
、
瑟
は
琴
の
二
倍
超
で
あ
る
。
た
だ
し
後
漢
の
事
跡
集
『
風
俗
通
』（ca.

一
九
〇
Ａ
Ｄ
）
は
、
今
琴
長

四
尺
五
寸
（
声
音
・
琴
）、
今
瑟
長
五
尺
五
寸
（
声
音
・
瑟
）
と
も
記
し
て
い
る
。
瑟
の
項
の
冒
頭
で
は
、
八
尺
一
寸
の
全
長
を
示
し
た
後
、

四
十
五
弦
と
い
う
、
ほ
か
の
文
献
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
弦
数
を
記
し
（
八
尺
一
寸
。
四
十
五
絃
）、
末
尾
の
一
文
で
は
、
今
の
瑟
長

が
五
尺
五
寸
だ
が
、
こ
れ
は
正
器
の
長
さ
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
今
瑟
長
五
尺
五
寸
、
非
正
器
也
。）。
正
器
で
は
な
い
と
い
う
意
味
は
、

清
廟
な
ど
古
来
の
儀
礼
に
供
す
る
楽
器
が
正
統
な
楽
器
で
あ
っ
て
、
そ
の
サ
イ
ズ
は
八
尺
一
寸
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
正
統
性
の
な

い
瑟
に
は
小
型
の
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
今
の
瑟
と
い
う
の
が
文
字
通
り
、
今
つ
ま
り
後
漢
に

お
い
て
瑟
が
衰
退
傾
向
と
と
も
に
小
型
化
し
て
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
は
、
不
詳
で
あ
る
。
前
漢
に
造
営
さ
れ
た
墓

か
ら
出
土
し
た
瑟
の
例
は
、
三
で
述
べ
た
馬
王
堆
漢
墓
出
土
瑟
が
あ
り
、
そ
の
全
長
は
一
一
六
㎝
（
表
の
例
16
）。
ほ
ぼ
同
じ
も
の
も
よ

り
小
さ
い
も
の
も
戦
国
期
造
営
の
墓
か
ら
複
数
出
土
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
一
例
だ
け
か
ら
漢
代
に
小
型
化
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
は
い
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い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、正
器
で
は
な
い
＝
儀
礼
で
は
な
く
民
間
で
弾
か
れ
る
瑟
の
サ
イ
ズ
を
記
し
た
記
述
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
古
瑟
」

の
実
態
を
示
す
記
述
と
し
て
注
目
で
き
る
。
琴
の
サ
イ
ズ
も
四
尺
五
寸
と
い
う
、
ま
た
他
文
献
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

り
、『
風
俗
通
』
の
記
載
は
か
な
り
特
異
で
は
あ
る
が
、
琴
の
1.2
倍
長
し
か
な
い
瑟
の
存
在
を
示
し
た
文
献
だ
と
も
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
琴
と
瑟
の
書
か
れ
方
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
文
献
が
成
立
し
た
時
代
の
楽
器
観
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。『
風

俗
通
』
の
琴
の
項
に
は
、
琴
へ
の
尊
崇
が
明
ら
か
に
感
じ
取
れ
る
記
述
が
あ
る
が
、
瑟
の
項
は
単
純
に
楽
器
の
来
歴
や
挿
話
を
示
す
だ

け
で
、
対
照
的
で
あ
る�
。

　

さ
て
、
三
で
示
し
た
曾
侯
乙
墓
出
土
楽
器
で
よ
く
対
比
さ
れ
る
琴
瑟
の
全
長
は
、
全
長
一
六
七
㎝
（
瑟
）、
六
十
七
㎝
（
琴
）、
や
は

り
二
倍
超
の
サ
イ
ズ
比
で
あ
っ
た
。
文
献
上
の
記
述
で
も
、『
風
俗
通
』
の
記
述
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
唐
宋
の
詩
人
た
ち
は
二
倍

超
の
関
係
性
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
琴
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
小
型
の
瑟
も
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
、
隠
逸

の
形
象
は
、
琴
に
し
か
結
び
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
理
想
的
な
人
物
像
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
が
こ
と
ご
と

く
琴
で
書
か
れ
た
挿
話
を
目
に
し
て
、
男
性
奏
者
が
日
常
的
に
弾
い
て
い
た
時
代
も
想
起
さ
れ
づ
ら
く
な
り
、
女
性
奏
者
が
弾
く
娯
楽

音
楽
を
担
う
大
型
楽
器
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
痕
跡
を
残
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
詩
中
に
多
く
使
わ
れ
続

け
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
る
に
本
稿
で
み
て
き
た
詩
人
の
中
で
は
、
女
性
の
鼓
瑟
し
か
描
か
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
陶
淵
明
と
比
べ
る
と
、
蘇
軾
に
は
、

瑟
に
男
性
奏
者
が
い
た
こ
と
も
ふ
ま
え
た
作
が
あ
り
、
よ
り
多
面
的
に
瑟
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
蘇
軾
の
「
瑟
」
に

は
、
本
稿
で
示
し
た
だ
け
で
も
、「
佳
人
錦
瑟
」
を
用
い
た
娯
楽
の
場
（
女
性
の
鼓
瑟
）、
孔
子
門
弟
の
学
び
の
楽
器
（
男
性
の
鼓
瑟
）、
清

廟
で
用
い
ら
れ
る
特
殊
用
途
の
楽
器
お
よ
び
そ
の
音
楽
（
民
間
で
の
鼓
瑟
と
は
異
な
り
、
儀
礼
に
供
す
る
瑟
）
の
三
種
類
が
挙
げ
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ご
く
少
数
の
作
品
に
み
え
る
「
瑟
」
の
描
か
れ
方
を
み
た
が
、「
古
瑟
」
に
対
す
る
認
識
は
女
性
奏
者
を
伴
う
イ
メ
ー
ジ

の
方
が
強
く
、
琴
と
比
べ
る
と
娯
楽
性
が
強
い
音
楽
、
贅
を
尽
く
し
た
宴
会
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
「
古
瑟
」
の
別
の
顔
で
あ
る
「
清
廟
の
瑟
」（
宮
廷
で
は
な
い
が
、
非
民
間
と
い
え
る
場
）、「
孔
子
門
下
の
瑟
」（
男
性
奏
者
に
よ
る
民
間
演

奏
）
を
ふ
ま
え
た
作
品
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
古
瑟
」
に
は
も
と
も
と
三
つ
以
上
の
顔
が
あ
り
な
が
ら
も
、
詩
中
で
主
と
な
っ

た
顔
と
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
現
さ
な
い
顔
と
に
分
か
れ
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

白
居
易
「
五
絃
弾
」
に
は
琴
は
み
え
ず
、清
廟
の
瑟
の
み
示
し
、そ
の
素
朴
な
音
楽
を
「
正
始
の
音
」
と
し
て
い
た
。
蘇
軾
も
、『
礼
記
』

の
同
じ
一
節
（
朱
絃
）
で
瑟
を
示
し
な
が
ら
、
友
人
の
詩
の
風
格
が
質
朴
で
あ
る
こ
と
を
称
え
て
い
た
。「
清
廟
の
瑟
」
に
付
随
す
る
簡

素
な
音
楽
を
比
喩
と
し
て
使
う
場
合
、
瑟
（
を
伴
う
音
楽
）
は
質
朴
・
簡
素
で
あ
り
か
つ
雅
び
で
あ
る
も
の
を
表
象
し
て
い
る
の
は
確
か

で
あ
る
。
男
性
の
瑟
奏
者
の
典
故
に
対
す
る
目
配
り
が
み
ら
れ
た
蘇
軾
で
あ
る
が
、
白
居
易
に
劣
ら
ず
、
琴
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
作
品

が
あ
る
。
た
だ
琴
を
用
い
て
、
そ
の
古
曲
の
味
わ
い
を
尊
び
、
強
く
肯
定
す
る
よ
う
な
詩
の
場
合�
、
そ
の
表
現
だ
け
に
着
目
し
て
比
較

し
て
み
て
も
、琴
と
瑟
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て
認
識
し
て
い
た
か
の
差
異
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、白
居
易
の「
琵
琶
」

は
「
古
瑟
」
に
か
な
わ
な
い
と
い
う
主
張
に
し
て
も
、
質
朴
・
簡
素
な
古
の
も
の
と
技
巧
の
勝
っ
た
今
あ
る
も
の
と
の
優
劣
対
比
と
い

う
点
で
、「
古
楽
」「
新
楽
」
論
争
的
で
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
対
等
と
い
え
る
中
原
由
来
の
楽
器
同
士
の
比
較
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
瑟
の

方
が
琴
よ
り
古
い
と
い
う
宋
・
史
縄
祖
の
着
眼
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
瑟
が
琴
に
優
越
す
る
楽
器
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
現
わ
れ
る
の

は
い
つ
な
の
か
。
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元
以
降
、「
瑟
」
を
題
字
に
有
す
る
複
数
の
著
作
が
現
れ
る�
。
そ
の
中
で
瑟
は
琴
に
先
ん
じ
る
楽
器
で
あ
り
、
し
か
も
優
れ
て
い
る

と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
「
瑟
」
は
明
ら
か
に
「
古
瑟
」
を
さ
し
、
典
籍
を
見
比
べ
て
、
瑟
が
琴
よ
り
多
く
み

え
る
文
献
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
。
出
土
楽
器
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
古
文
献
を
注
意
深
く
見
れ
ば
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
で
は
、
た
だ
の
「
復
古
主
義
」
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
文
献
を
手
が
か
り
と
し

た
音
楽
考
古
学
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
先
立
つ
時
代
、
唐
宋
の
詩
人
た
ち
の
「
古
瑟
」
認
識
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
常
に
並

列
で
組
み
合
わ
さ
れ
て
き
た
琴
瑟
の
間
で
、
実
は
瑟
の
方
が
琴
に
先
ん
じ
る
も
の
で
あ
り
、
弦
楽
器
の
中
で
も
っ
と
も
正
統
的
な
楽
器

で
あ
っ
た
と
い
う
意
識
が
あ
ら
わ
れ
た
作
は
、
韻
文
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
元
の
「
瑟
賦
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

か�
。

　

元
の
時
代
を
待
た
ず
し
て
、「
正
始
の
音
」
は
琴
で
は
な
く
「
瑟
」
だ
け
に
あ
り
、「
瑟
」
に
こ
そ
正
統
性
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
主

張
が
は
っ
き
り
み
え
る
詩
詞
が
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
大
方
の
ご
示
教
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　

注
①　

拙
論
『
瑟
の
楽
器
学
―
―
失
わ
れ
た
古
代
中
国
楽
器
の
文
化
象
徴
的
役
割
』（
長
井
尚
子
、
二
〇
〇
八
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
博
士
論
文
）
で
、
あ
る

程
度
通
史
的
に
試
み
た
。

②　

朝
鮮
半
島
で
は
、
中
国
の
国
家
祭
祀
を
李
朝
朝
鮮
が
取
り
入
れ
て
以
来
、
そ
の
中
の
孔
子
廟
祭
礼
（
朝
鮮
半
島
で
の
呼
称
は
文
廟
祭
礼
楽
）
の
現
在

ま
で
続
く
伝
承
の
中
で
瑟
（sul

）
が
弾
か
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は
付
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
朝
鮮
半
島
で
は
、
近
年
復
興
さ
れ
た
中
国
の
孔
子

廟
祭
礼
と
同
様
に
、
多
数
の
楽
器
を
含
む
編
成
中
の
一
楽
器
と
し
て
演
奏
さ
れ
て
お
り
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
早
期
に
存
在
し
た
、
個
人
に
よ
る
演
奏
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が
行
わ
れ
た
時
期
は
な
い
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
瑟
は
、中
国
由
来
の
同
名
の
楽
器
で
は
あ
る
が
、本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
「
古
瑟
」
に
該
当
し
な
い
。

③　

林
謙
三
『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』（
カ
ワ
イ
楽
器
、一
九
七
三
）
の
七
四
二
ペ
ー
ジ
（
初
出
は
一
九
五
一
）
に
よ
れ
ば
、日
本
に
は
正
倉
院
宝
庫
に
瑟
（
一

部
残
決
）
が
あ
り
、
文
献
上
は
『
国
家
珍
宝
帳
（
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
））』
に
「
楸
木
瑟
一
張
」
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
中
国
明
代
の
雅
楽
が
伝

来
し
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
、
そ
の
楽
器
編
成
に
瑟
が
含
ま
れ
る
記
述
が
『
大
越
史
記
全
書
』
紹
平
四
年
（
一
四
三
七
）
な
ど
に
み
え
る
。

④　

こ
れ
に
加
え
て
、
本
研
究
が
考
察
対
象
と
は
し
な
い
も
う
一
例
の
中
国
の
瑟
は
、
三
谷
陽
子
「
瑟
」
平
野
健
次
他
監
修
『
日
本
音
楽
大
事
典
』（
平
凡

社
、一
九
八
九
）
の
二
七
二
―
二
七
三
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、正
統
の
瑟
と
は
言
い
が
た
い
と
述
べ
ら
れ
た
、清
代
に
用
い
ら
れ
た
華
南
系
の
二
十
五
弦
（
た

だ
し
第
一
弦
は
複
弦
と
し
て
調
弦
）
の
楽
器
で
あ
る
。

⑤　

出
土
し
た
瑟
に
は
弦
数
や
大
き
さ
の
多
様
性
が
あ
り
（
本
稿
の
表
参
照
）、
ま
た
枘
お
よ
び
弦
の
張
り
方
な
ど
の
構
造
、
お
よ
び
架
台
に
載
せ
ず
に
弾

く
な
ど
の
奏
法
に
も
、
後
代
の
瑟
と
は
違
い
が
あ
る
。

⑥　

門
脇
広
文「
上
海
辞
書
出
版『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』訳
注
稿
：
李
商
隠
篇（
一
）」（『
大
東
文
化
大
学
紀
要（
人
文
科
学
）』三
十
一
、一
九
九
三
）の
一
七
七
ペ
ー

ジ
に
よ
る
。
劉
学
錯
・
余
恕
誠
著
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
中
華
書
局
を
参
照
。

⑦　

斉
藤
茂
『
妓
女
と
中
国
文
人
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
の
一
三
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑧　

桐
島
薫
子
「
李
商
隠
の
悼
亡
詩
の
多
面
性
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
三
十
二
、一
九
九
四
）
三
十
九
―
四
十
ペ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
李

商
隠
は
悼
亡
の
詩
の
中
で
、
西
晋
の
潘
岳
の
悼
亡
詩
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
妻
自
身
の
姿
を
、
恋
愛
詩
で
用
い
た
手
法
を
使
っ
て
、
幻
想
化
・

理
想
化
し
て
詠
み
込
み
、
悼
亡
の
詩
に
切
実
感
を
加
え
、
ま
た
そ
の
妻
の
虚
像
を
一
つ
の
心
の
拠
り
所
に
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
時
的
な

恋
の
対
象
で
な
い
、
い
わ
ば
現
実
的
な
妻
を
象
徴
的
に
描
い
た
こ
う
し
た
表
現
は
中
唐
の
元
稹
の
悼
亡
の
詩
と
は
対
照
的
で
、
中
国
詩
史
上
で
も
珍
し

い
。」

⑨　
『
史
記
』「
孝
武
本
紀
」
に
、「
泰
帝
使
素
女
鼓
五
十
絃
瑟
、
悲
、
帝
禁
不
止
、
故
破
其
瑟
為
二
十
五
絃
」
と
あ
る
。「
封
禅
書
」、『
漢
書
』
郊
祀
志
に
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も
み
え
る
。

⑩　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
門
脇
論
文
の
一
六
六
ペ
ー
ジ
に
引
く
周
汝
昌
が
、「
二
句
目
の
「
一
弦
一
柱
思
華
年
」
と
い
う
句
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
華
年
」

の
二
文
字
に
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
句
の
前
に
「
五
十
弦
」
と
い
う
言
葉
を
配
し
た
の
は
、
あ
る
種
の
「
雰
囲
気
を
作
る
」
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
思
い
出
が
幾
重
に
も
重
な
り
あ
う
さ
ま
や
、
情
愛
が
幾
多
の
曲
折
を
経
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

⑪　

五
十
弦
瑟
の
利
用
は
李
商
隠
よ
り
前
の
詩
人
、た
と
え
ば
、李
賀
の「
相
和
歌
辞
・
上
雲
楽
」に
も
み
ら
れ
る
。
飛
香
走
紅
満
天
春　

花
龍
盤
盤　

上
紫
雲
。

三
千
宮
女
列
金
星　

五
十
弦
瑟
海
上
聞
。（
後
略
）

⑫　

 （
前
略
）
不
見
湘
妃
鼓
瑟
時
、
至
今
斑
竹
臨
江
活
（
後
略
）（「
奉
先
劉
少
府
新
画
山
水
障
歌
」）

⑬　
（
前
略
）
祝
融
戒
而
蹕
御
兮　

騰
告
鸞
鳥
迎
宓
妃　

張
咸
池
奏
承
雲
兮　

二
女
御
九
韶
歌　

使
湘
霊
鼓
瑟
兮　

令
海
若
舞
馮
夷
（
後
略
）（『
楚
辞
』「
遠

遊
」）

⑭　

た
だ
し
、
十
弦
琴
と
五
弦
琴
の
両
方
を
合
わ
せ
て
琴
２
と
す
る
研
究
も
あ
れ
ば
、
十
弦
琴
だ
け
を
琴
と
し
、
調
弦
器
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
五
弦
だ

け
の
方
は
、
五
弦
器
と
表
記
し
て
琴
に
は
数
え
入
れ
な
い
先
行
研
究
も
あ
る
。
五
弦
器
と
し
た
例
は
、Kong Yilong 2008 

“Arousing the chim
e 

bells

’ tone row
 through the chim

e bells and the five-stringed instrum
ent from

 Zeng H
ouyi Grave 

” 

（
二
〇
〇
八
年
十
月
九
日
、
第
一
回

東
亜
音
楽
考
古
学
会
議
（
於
韓
国
・
漢
陽
大
学
）
配
布
資
料
）。

⑮　
『
中
国
音
楽
文
物
大
系
』
湖
北
巻
、
河
南
巻
、
大
象
出
版
社
、
一
九
九
六
年
に
お
け
る
集
計
で
は
、
瑟
七
十
以
上
、
琴
四
で
あ
る
。
こ
れ
は
湖
北
、
河

南
の
み
の
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
集
計
デ
ー
タ
の
一
つ
で
あ
る
。

⑯　

王
子
初
『
中
国
音
楽
考
古
学
』（
福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
の
二
四
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑰　

LAW
ERGREN

, Bo　

2000  

“Chapter three, Strings

”, M
usic in the age of Confucius.  W

ashington D.C. :Sm
ithsonian Institution, Freer 

Gallery of Art and Arthur M
. Sackler Gallery,:65-83

の
七
十
七
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
ツ
ィ
タ
ー
の
言
及
は
『
楚
辞
』
に
６
回
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
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て
瑟
で
あ
る
。
一
方
『
詩
経
』
は
琴
瑟
に
同
じ
重
き
を
置
い
て
お
り
、
瑟
十
一
例
、
琴
九
例
、
さ
ら
に
琴
瑟
の
組
み
合
わ
せ
が
８
例
み
え
る
。 

⑱　

前
掲Law

ergren

論
文
の
七
十
三
ペ
ー
ジ
。

⑲　

李
純
一
『
中
国
上
古
出
土
楽
器
総
論
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
）
を
参
照
。
瑟
は
四
二
七
ペ
ー
ジ
表
一
〇
六
（
本
稿
末
尾
参
照
）
の
十
七
例
の
出

土
瑟
の
う
ち
の
例
12
、
琴
は
四
四
九
ペ
ー
ジ
表
一
一
二
に
示
さ
れ
た
三
例
の
出
土
琴
の
う
ち
の
例
1
に
相
当
。

⑳　

吉
川
良
和
『
中
国
音
楽
と
芸
能
』〔
中
国
学
芸
叢
書
十
二
〕（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
）
の 

五
十
九
―
六
十
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

㉑　

こ
の
推
測
は
前
掲Law

ergren

論
文
の
七
十
三
ペ
ー
ジ
。

㉒　

前
掲
吉
川
論
文
五
十
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

㉓　

こ
の
瑟
は
十
七
例
の
出
土
瑟
の
う
ち
の
例
16
に
相
当
。

㉔　

前
掲Law

ergren

論
文
の
七
十
三
ペ
ー
ジ
。

㉕　

こ
の
琴
は
三
例
の
出
土
琴
の
う
ち
の
例
3
に
相
当
。

㉖　

van GU
LIK, R.H

.  1940 The Lore of the Chinese Lute, an essay in the ideology of the Chin. Tokyo: Sophia U
niversity

の
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

㉗　

筆
者
は
、
単
独
の
（
琴
と
並
列
で
は
な
い
）
瑟
の
出
現
数
を
『
史
記
』『
漢
書
』
で
確
認
し
、
さ
ら
に
『
後
漢
書
』
に
は
個
人
が
瑟
を
弾
い
た
と
い
う

記
述
そ
の
も
の
が
一
例
も
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
（
前
掲
拙
論
二
十
九
―
四
十
ペ
ー
ジ
）。

㉘　

高
楼
入
青
天　

下
有
白
玉
堂　

明
月
看
欲
堕　

当
牕
懸
清
光　

遙
夜
一
美
人　

羅
衣
沾
秋
霜　

含
情
弄
柔
瑟　

弾
作
陌
上
桑
（
後
略
）（「
擬
古　

十
二
首
」）

㉙　
（
前
略
）
虎
鼓
瑟
兮
鸞
迴
車　

仙
之
人
兮
列
如
麻　

忽
魂
悸
以
魄
動　

怳
驚
起
而
長
嗟　

惟
覚
時
之
枕
席　

失
向
来
之
煙
霞
（
後
略
）（「
夢
遊
天
姥
吟

留
別
」）

㉚　

十
五
游
神
仙　

仙
游
未
曾
歇　

吹
笙
坐
松
風　

汎
瑟
窺
海
月
（「
感
興
八
首　

其
五
」）
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㉛　

琴
の
演
奏
を
聴
い
た
作
と
し
て
は
「
月
夜
聴
盧
子
順
弾
琴
」「
聴
蜀
僧
弾
琴
」
な
ど
。

㉜　

両
人
対
酌
山
花
開　

一
盃
一
盃
復
一
盃　

我
酔
欲
眠
卿
且
去　

明
朝
有
意
抱
琴
来
（「
山
中
与
幽
人
対
酌
」）

㉝　

天
下
無
人
知
我
心　

君
有
数
斗
酒　

我
有
三
尺
琴
有　

琴
鳴
酒
楽
両
相
得
（「
悲
歌
行
」）

㉞　

こ
の
段
の
韻
字
は
、
室
・
質
・
瑟
・
橘
・
骨
・
述
・
轍
・
兀
・
折
・
窣
・
越
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
黒
川
洋
一
編
『
杜
甫
詩
選
』、
岩
波
文
庫
一
九
九
一
年
、

一
〇
八
ペ
ー
ジ
参
照
）。

㉟　

巣
父
掉
頭
不
肯
住　

東
将
入
海
随
煙
霧　

詩
巻
長
留
天
地
間　

釣
竿
欲
払
珊
瑚
樹　

深
山
大
沢
竜
蛇
遠　

春
寒
野
陰
風
景
暮 

蓬
萊
織
女
廻
雲
車　

指

点
虚
無
是
征
路　

自
是
君
身
有
仙
骨　

世
人
那
得
知
其
故　

惜
君
只
欲
苦
死
留　

富
貴
何
如
草
頭
露 

蔡
侯
静
者
意
有
余　

清
夜
置
酒
臨
前
徐　

罷
琴
惆

悵
月
照
席　

幾
歳
寄
我
空
中
書　

南
尋
禹
穴
見
李
白　

道
甫
問
信
今
何
如
（「
送
孔
巣
父
謝
病
帰
遊
江
東
兼
呈
李
白
」） 

㊱　

官
を
辞
す
る
際
に
詠
ん
だ
も
っ
と
も
有
名
な
作
に
も
み
え
る
。
帰
去
来
兮
、
請
息
交
以
絶
遊
、
世
与
我
而
相
違
、
復
駕
言
兮
焉
求
、
悦
親
戚
之
情
話
、

楽
琴
書
以
消
憂
（「
帰
去
来
兮
辞
」）

㊲　

春
秋
代
謝　

有
務
中
園
。
載
耘
載
耔　

逎
育
逎
繁
。
欣
以
素
牘
、
和
以
七
弦
。（「
自
祭
文
」）

㊳　

道
徳
や
琴
書
に
の
み
没
頭
し
て
、
農
事
を
軽
ん
じ
た
人
物
と
し
て
孔
子
と
董
仲
舒
を
挙
げ
た
作
が
あ
る
。
孔
耽
道
徳　

樊
須
是
鄙　

董
楽
琴
書　

田

園
弗
履
（「
勧
農
」）

㊴　

願
在
木
而
為
桐　

作
膝
上
之
鳴
琴　

悲
楽
極
以
哀
来　

終
推
我
而
輟
音
（「
閑
情
賦
」）

㊵　

東
方
有
一
士　

被
服
常
不
完　

三
旬
九
遇
食　

十
年
箸
一
冠　

辛
勤
無
此
比　

常
有
好
容
顔　
（
中
略
）
知
我
故
来
意　

取
琴
為
我
弾　

上
絃
驚
別
鶴

　

下
絃
操
孤
鸞
（「
擬
古
其
五
」） 

㊶　

黒
田
真
美
子
「
魏
晋
の
悲
愴
―
『
世
説
新
語
』
傷
逝
篇
を
中
心
と
し
て
―
」『
あ
あ
哀
し
い
か
な
―
死
と
向
き
合
う
中
国
文
学
―
』
佐
藤
保
・
宮
尾
正

樹
編
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
の
六
十
六
―
六
十
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
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㊷　

世
俗
の
名
利
を
捨
て
去
る
こ
と
の
で
き
た
隠
者
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
道
教
の
修
行
に
徹
し
て
い
た
同
郷
の
親
友
で
あ
っ
た
道
士
、
元
丹
丘
の
生
き
方

に
対
す
る
羨
望
の
詩
（「
元
丹
丘
歌
」（
七
三
一
年
の
作
）「
題
元
丹
丘
山
居
」
な
ど
）
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

㊸　

先
に
示
し
た
「
山
中
与
幽
人
対
酌
」
の
三
句
め
で
も
、『
宋
書
』
巻
九
十
三
隠
逸
伝
の
「
陶
潜
伝
」
に
示
さ
れ
た
、
陶
淵
明
が
素
琴
（
白
木
の
琴
）
を

撫
で
な
が
ら
酒
を
飲
ん
だ
故
事
に
お
い
て
、潜
若
し
先
に
酔
え
ば
、す
な
わ
ち
客
に
語
ぐ
、「
我
酔
う
て
眠
ら
ん
と
欲
す
。
卿
、し
ば
ら
く
去
る
可
し
」
と
。

と
い
う
陶
淵
明
の
言
葉
が
転
用
さ
れ
て
い
る
。

㊹　

高
賓
塡
城
闕　

豊
膳
出
中
厨　

吾
与
二
三
子　

曲
宴
此
城
隅　

秦
箏
発
西
気　

斉
瑟
揚
東
謳　

肴
来
不
虚
帰　

至
反
無
余
（
後
略
）（「
贈
丁
翼
一
首
」

『
文
選
』
巻
二
十
四
）

㊺　

呉
釗
・
劉
東
昇
『
中
国
音
楽
史
略
』（
人
民
音
楽
出
版
社
、
一
九
八
三
）
の
日
本
語
訳
『
中
国
音
楽
史
』
古
新
居
百
合
子
・
南
谷
郁
子
訳
（
シ
ン
フ
ォ

ニ
ア
、
一
九
九
四
）
の
一
三
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

㊻　

前
掲van Gulik

論
文
、
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

㊼　

前
掲Law

ergren

論
文
、
六
十
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

㊽　

子
路
曾
皙
冉
有
公
西
華
侍
坐
、
子
曰
、
以
吾
一
日
長
乎
尓
、
毋
吾
以
也
、
居
則
曰
、
不
吾
知
也
、
如
或
知
尓
、
則
何
以
哉
（
中
略
）、
点
、
尓
何
如
、
鼓
瑟
希
、

鏗
尓
舎
瑟
而
作
、
対
曰
、
異
乎
三
子
者
之
撰
、
子
曰
、
何
傷
乎
、
亦
各
言
其
志
也
、
曰
、
莫
春
者
、
春
服
既
成
、
冠
者
五
六
人
、
童
子
六
七
人
、
浴
乎
沂
、

風
乎
舞
雩
、
詠
而
帰
、
夫
子
喟
然
歎
曰
、
吾
与
点
也
。（
後
略
）（『
論
語
』
先
進
）

㊾　

子
曰
、
由
之
鼓
瑟
、
奚
為
於
丘
之
門
、
門
人
不
敬
子
路
、
子
曰
、
由
也
升
堂
矣
、
未
入
於
室
也
（『
論
語
』
先
進
）。

㊿　

或
者
又
曰
、
六
経
言
皆
兼
琴
瑟
。
而
孔
門
言
瑟
而
不
及
琴
何
也
。
曰
、
示
有
所
先
也
。
挙
瑟
而
琴
可
知
矣
。（『
学
斉
佔
畢
』
第
二
巻
「
瑟
先
於
琴
」、

叢
書
集
成
簡
編
一
二
七
所
収
）

�　

吉
川
良
和
「
漢
代
琴
楽
と
孔
子
学
鼓
琴
疑
義
」『
一
橋
論
叢
』
一
二
六
―
二
、二
〇
〇
一
年
八
月
号
:
一
三
五
―
一
五
三
の
一
三
六
ペ
ー
ジ
参
照
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�　

要
約
す
れ
ば
、
琴
は
楽
を
統
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
君
子
が
身
か
ら
離
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
携
帯
可
能
で
山
中
に
隠
遁
で
き
る
こ
と
が
美
点

と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
（
当
該
原
文
：
（
前
略
）
雅
琴
者
楽
之
統
也
。
与
八
音
並
行
、
然
君
子
所
常
御
者
、
琴
最
親
密
、
不
離
於
身
。
非
必
陳
設
於

宗
廟
郷
党
。
非
若
鐘
鼓
羅
列
於
虚
懸
也
。
雖
在
窮
閻
陋
巷
、
深
山
幽
谷
、
猶
不
失
琴
（
後
略
）（
声
音
・
琴
）

�　

小
川
環
樹
・
山
本
和
義
『
蘇
東
坡
詩
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
）
三
四
二
ペ
ー
ジ
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
「
蘇
軾
が
琴
を
聴
く
こ
と
を
う
た
っ
た
詩
と
し
て
、「
舟
中　

大
人
の
琴
を
弾
く
を
聴
く
」「
子
由
が
『
琴
を
弾
ず
る
』
に
次
韻
す
」「
賢
師
の
琴
を
聴
く
」

「
武
道
士
の
賀
若
を
弾
く
を
聴
く
」「
九
月
十
五
日
、月
を
観
て
琴
を
西
湖
に
聴
き
て
、坐
客
に
示
す
」
な
ど
の
諸
篇
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
古
意
・
古
曲
（
旧

曲
）
を
た
っ
と
ぶ
点
が
共
通
し
て
い
る
。」

�　

楊
蔭
瀏『
中
国
古
代
音
楽
史
稿
』（
人
民
音
楽
出
版
社
、一
九
六
一
、一
九
八
一
改
訂
）は
、詩
楽
す
な
わ
ち『
詩
経
』楽
譜
を
再
興
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
、

宋
代
以
降
の
復
古
主
義
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　
「
宋
代
は
復
古
思
想
が
濃
厚
で
、
音
楽
上
で
は
楽
律
の
改
変
が
何
度
も
あ
っ
た
ほ
か
、
特
に
詩
楽
譜
を
仮
想
し
て
作
る
と
い
う
行
為
が
あ
っ
た
。
そ
の

中
で
、趙
彦
粛
の
『
風
雅
十
二
詩
譜
』
が
あ
り
、こ
れ
は
唐
の
開
元
年
間
（
七
一
三
―
七
四
一
）
か
ら
郷
飲
酒
礼
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
明
・
清
も
ま
た
復
古
思
想
が
強
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
音
楽
の
面
で
も
そ
れ
が
例
外
で
は
な
く
、
詩
経
を
歌
う
楽
譜
が
古
い
楽
譜
に
擬
え
て
作

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
詩
経
楽
譜
」
は
宋
の
趙
彦
粛
に
始
ま
っ
て
、
元
以
降
は
熊
朋
来
か
ら
、
清
の
高
宗
の
『
欽
定
詩
経
楽
譜
』
ま
で
が
あ
る
。」

　
　

上
記
の
中
で
、
孔
子
が
『
詩
経
』
三
百
五
篇
を
弦
を
鼓
し
な
が
ら
歌
っ
た
際
の
弦
楽
器
は
瑟
だ
と
い
う
認
識
を
明
確
に
示
し
て
、『
詩
経
』
楽
譜
を
編

纂
し
た
最
初
の
人
物
が
、
宋
末
元
初
の
熊
朋
来
で
あ
り
、
そ
の
著
作
が
『
瑟
譜
』
で
あ
る
。

�　

前
注
の
『
瑟
譜
』
六
巻
の
作
者
、
熊
朋
来
が
、
千
二
百
字
ほ
ど
の
賦
と
し
て
書
い
た
も
の
。『
論
語
』、『
詩
経
』、『
礼
記
』、『
儀
礼
』
が
挙
げ
ら
れ
、

他
楽
器
と
異
な
っ
て
瑟
だ
け
が
・
・
と
述
べ
る
表
現
（
傍
線
部
）
で
、
瑟
の
優
位
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
、
ど
う
し
て
論
語
を
み
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
瑟
は
、
孺
悲
が
耳
に
し
た
と
こ
ろ
、
曾
点
が
侍
坐
し
、
子
路
が
（
孔
子
）
門
下
に
あ
る
、
と
い
う
逸



―62―

話
に
み
ら
れ
る
。
弦
歌
の
声
と
い
う
伝
統
は
、
瑟
に
托
さ
れ
て
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。（
胡
不
観
魯
論
乎
、
孺
悲
之
所
聞
、
点
尓
之
侍
坐
、
由
也
之
在
門
、

弦
歌
之
声
、
託
瑟
以
伝
。）

　

二
、ま
た
ど
う
し
て
『
詩
経
』
国
風
の
唐
風
、秦
風
を
み
な
い
の
か
。
唐
風
に
は
山
有
枢
、秦
風
に
は
車
鄰
が
あ
り
、い
ず
れ
も
も
っ
ぱ
ら
鼓
瑟
と
だ
け
言
っ

て
い
る
。（
又
胡
不
観
於
国
風
之
唐
、
秦
乎
。
唐
有
山
枢
、
秦
有
車
鄰
、
皆
専
言
乎
鼓
瑟
。

　

三
、
ど
う
し
て
文
王
を
祭
っ
た
廟
の
祭
祀
を
み
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
倡
三
嘆
の
音
楽
に
用
い
ら
れ
る
清
廟
の
瑟
が
、
弦
に
合
わ
せ
て
あ
ら
わ
れ
る

よ
う
だ
（
胡
不
観
文
王
之
廟
祀
、
一
倡
三
嘆
、
応
弦
如
見
。）

　

四
、
ま
た
ど
う
し
て
周
公
の
礼
経
を
み
な
い
の
か
。『
儀
礼
』
郷
飲
酒
礼
、
郷
射
礼
、
燕
礼
で
礼
は
楽
を
備
え
、
登
歌
は
堂
に
あ
り
、
間
歌
は
陛
に
あ
る
。

瑟
二
、
ま
た
は
瑟
四
を
も
っ
て
、
と
あ
る
。
堂
上
で
歌
を
助
け
る
の
は
、
た
だ
瑟
だ
け
で
あ
る
。（
又
不
観
於
周
公
之
礼
経
乎
、
飲
射
賓
燕
、
礼
盛
楽
備
、

登
歌
在
堂
、
間
歌
在
陛
、
或
以
瑟
二
、
或
以
瑟
四
、
堂
上
侑
歌
、
惟
瑟
而
巳
。
た
だ
し
陛
の
字
は
、『
儀
礼
』
本
文
で
は
階
）
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表　古瑟の多様性

　（『中国出土楽器総論』427 ページ表 106 の 17 例の出土瑟の記載より一部抜粋・

要約加筆して長井作成）

型式 出土地 時代 国 枘 弦

 

外中内

弦の組

合せ

全長 幅 分

類

１ Ⅰ 湖北当陽曹家崗楚墓 春秋晩期 楚 2 21 6+8+7 191 約 30 大

２ Ⅱ 同上 同上 楚 3 26 10+8+8 210 約 37 大

３ Ⅲ 河南固始侯古堆Ｍ１ 春秋戦国の間 呉？ 5 19 6+7+6 約 38

４ Ⅳ 1 湖北江陵雨台山楚墓 戦国中期後段 楚 4 19 7+5+7 60.6 32.7 小

５ Ⅳ 2 湖北江陵馬山磚厰Ｍ２ 戦国中期前段 楚 4 21 103 42 中

６ Ⅳ 3a 湖北江陵天星観楚墓 戦国中期 楚 4 23 172.5 43.5 大

７ Ⅳ 3b 湖南長沙東門外楚墓 戦国晩期 楚 4 23 8+7+8 103 38.7 中

８ Ⅳ 3c 湖北江陵雨台山楚墓 戦国中期前段 楚 4 23 8+7+8 87 31.5 小

９ Ⅳ 4a 湖北江陵天星観楚墓 戦国中期 楚 4 24 9+6+9 171.5 45 大

10 Ⅳ 4b 湖南長沙瀏城橋楚墓 戦国中期 楚 4 24 8+7+9 104 約 41 中

11 Ⅳ 4c 湖北江陵拍馬山Ｍ 21 戦国中晩期 ( ？ ) 楚 4 24 84 45 小

12 Ⅳ 5a 湖北随州擂鼓墩Ｍ１ 戦国早期前段 曾 4 25 9+7+9 167 41-43 大

13 Ⅳ 5a 河南信陽長台関Ｍ２ 戦国中期前段 楚？ 4 25 9+7+9 185 47 大

14 Ⅳ 5b 河南信陽長台関Ｍ２ 戦国中期前段 楚？ 4 25 9+7+9 134 45 中

15 Ⅳ 5b 湖北江陵望山Ｍ１ 戦国中期後段 楚 4 25 9+7+9 116 45 中

16 Ⅳ 5b 湖南長沙馬王堆漢墓 西漢早期 漢 4 25 9+7+9 116 39.5 中

17 Ⅳ 5c 湖北江陵雨台山楚墓 戦国中期前段 楚 4 25 9+7+9 90 36 小

＊李純一は全長により大（1.6m ～）中（1.0 ～ 1.6m）小（1.0 以下）の三種に分類し

ている（前掲書 425-447）。右欄の大中小の分類は、それに基づいて筆者が加筆した。


