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特
に
七
十
回
に
見
ら
れ
る
組
み
曲
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
に
つ
い
て

荒

木

猛

は
じ
め
に

『
金
瓶
梅
詞
話
』（
以
下
こ
れ
を
『
詞
話
』
と
略
称
す
る
）
七
十
回
は
、
西
門

慶
が
、
あ
る
日
自
ら
が
勤
め
る
提
刑
所
で
、
近
く
自
分
が
そ
れ
ま
で
の
副
千
戸
か

ら
正
千
戸
に
昇
進
す
る
こ
と
を
知
り
、
上
京
し
天
子
へ
の
謝
恩
の
上
書
を
す
る
一

段
で
あ
る
。

上
京
し
た
西
門
慶
は
、
ま
ず
自
分
の
上
司
で
あ
る
朱
面
を
拝
謁
す
べ
く
そ
の
館

に
む
か
う
が
、
そ
こ
で
た
ま
た
ま
朱
面
の
昇
進
を
祝
う
祝
賀
の
宴
を
目
に
す
る
こ

と
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
宴
席
を
盛
り
上
げ
る
べ
く
そ
の
場
に
よ
ば

れ
た
役
者
達
が
、
朱
面
を
祝
う
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
彼
を
非
難
嘲
笑
す
る
と
ん
で

も
な
い
内
容
の
曲
を
唄
う
の
で
あ
る
。
更
に
い
ぶ
か
し
い
の
は
、
唄
で
こ
き
下
ろ

『
金
瓶
梅
詞
話
』
七
十
回
に
、
都
の
顕
官
朱
面
の
出
世
を
祝
う
祝
宴
の
様

子
を
描
く
一
段
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
こ
の
宴
席
を
盛
り
上
げ
る
べ

く
よ
ば
れ
た
役
者
達
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
朱
面
を
非
難
嘲
笑
す
る
内
容

の
唄
を
堂
々
と
唱
う
。
更
に
い
ぶ
か
し
い
の
は
、
非
難
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
当

の
朱
面
は
な
ん
ら
立
腹
す
る
こ
と
な
く
、
一
切
こ
れ
を
聴
い
て
な
い
か
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｄ
ハ
ナ
ン
氏
以
来
、
こ
れ
は
、
役
者
達
の
唱
う
文
言
を
借
り
て
言
う
こ

の
小
説
の
作
者
に
よ
る
介
在
と
さ
れ
る
が
、
一
体
こ
の
よ
う
な
描
写
の
発
想

は
い
か
に
し
て
生
れ
た
か
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
今
回
、
こ
の
小
説
の
作
者
の
戯
曲
愛
好
癖
に
つ
い
て
種
々
考
察

し
、
こ
れ
は
戯
曲
の
し
ぐ
さ
の
う
ち
の
背
科
と
よ
ば
れ
る
も
の
か
ら
発
想
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

㈠
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
七
十
回
。
㈡
、
組
み
曲
。
㈢
、

戯
曲
。
㈣
、
背
唱
。
㈤
、
創
作
手
法
。

〔
抄

録
〕
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さ
れ
た
当
の
朱
面
の
み
か
、
彼
の
昇
進
を
祝
い
に
集
っ
た
人
々
も
、
こ
の
役
者
達

を
な
ん
ら
と
が
め
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
体
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。

実
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
Ｐ
Ｄ
ハ
ナ
ン
氏
の
指
摘１

）

が
あ
り
、
筆
者

も
か
つ
て
少
し
触
れ
た
こ
と
が
あ
る２

）

の
で
、
論
述
に
若
干
の
重
複
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
今
回
は
、
特
に
『
詞
話
』
に
お
け
る
戯
曲
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら

考
察
し
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
小
説
の
創
作
上
の
特
色
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

一
、

ま
ず
、
役
者
達
が
演
奏
し
た
問
題
の
組
み
曲
（
以
下
こ
れ
を
套
曲
と
称
す
る
）

が
い
か
な
る
状
況
の
下
で
な
さ
れ
た
か
を
知
る
為
に
、
こ
の
七
十
回
の
ス
ト
ー
リ

ィ
を
少
し
精
し
く
た
ど
っ
て
見
て
み
よ
う
。

こ
の
小
説
の
い
わ
ば
主
人
公
で
あ
る
西
門
慶
が
都
の
権
力
者
の
蔡
京
に
、
毎
年

誕
生
日
の
贈
り
物
を
届
け
る
な
ど
し
て
歓
心
を
買
っ
て
い
た
こ
と
が
功
を
奏
し
、

提
刑
所
副
千
戸
と
い
う
地
位
を
得
た
の
が
三
十
回
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
彼

は
、
役
人
と
商
人
の
二
足
の
草
鞋
を
履
い
て
、
自
ら
の
欲
望
の
赴
く
ま
ま
行
動
す

る
。さ

て
、
西
門
慶
の
就
い
た
提
刑
所
副
千
戸
と
い
う
ポ
ス
ト
は
、
勿
論
虚
構
の
そ

れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
か
つ
て
、
こ
の
ポ
ス
ト
を
天
子
の
身
辺
警
護
な
ど

を
担
当
す
る
錦
衣
衛
副
千
戸
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
こ
と

が
あ
り３

）

、
こ
の
考
え
は
今
も
変
っ
て
い
な
い
。

話
を
小
説
に
戻
そ
う
。
西
門
慶
は
あ
る
日
、
兵
部
が
発
行
す
る
官
報
か
ら
、
自

分
の
上
司
の
夏
延
齢
が
山
東
提
刑
所
正
千
戸
か
ら
都
の
鹵ろ
簿ぼ
（
天
子
行
幸
時
の
儀

仗
）
の
職
に
、
そ
し
て
自
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
副
千
戸
か
ら
正
千
戸
に
昇
進
す
る

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
よ
り
日
な
ら
ず
し
て
、
本
衛
の
経
歴
司４

）

よ
り
、

こ
の
た
び
昇
進
を
果
し
た
各
省
の
提
刑
官
は
天
子
に
謝
恩
の
上
書
を
す
る
為
急
ぎ

上
京
す
べ
し
と
い
う
お
達
し
を
手
に
す
る
。
か
く
し
て
、
西
門
慶
と
夏
延
齢
の
二

人
は
、
早
々
に
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

上
京
し
て
か
ら
の
西
門
慶
の
足
取
り
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

⑴
、
ま
ず
太
師
蔡
京
の
屋
敷
に
挨
拶
に
出
向
い
て
い
る
。
し
か
し
蔡
京
は
不
在
だ

っ
た
。
代
り
に
現
わ
れ
た
執
事
の

謙
か
ら
都
で
の
今
後
の
段
取
り
を
き
く
。

⑵
、

謙
の
指
示
に
従
っ
て
、
宮
城
の
午
門
に
赴
き
、
謝
恩
の
上
書
を
差
し
出
す
。

⑶
、
宮
城
午
門
か
ら
の
帰
り
道
で
、
何

と
い
う
一
人
の
太
監
に
呼
び
止
め
ら
れ

る
。
用
件
は
、
此
の
度
こ
の
太
監
の
甥
の
何
永
寿
と
い
う
の
が
、
慶
の
部
下
の
山

東
提
刑
所
の
副
千
戸
に
な
っ
た
の
で
、
何
分
宜
し
く
頼
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

⑷
、
し
ば
し
何

と
会
食
し
つ
つ
話
を
交
わ
し
た
あ
と
、
兵
部
と
本
衛
の
両
役
所

に
挨
拶
に
立
ち
寄
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
の
名
刺
を
出
す
。
そ
の
後
、
下
宿
先
に

戻
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
そ
こ
に
昼
間
会
っ
た
太
監
何

の
甥
で
、
こ
れ
か
ら
自

分
の
部
下
と
な
る
何
永
寿
が
待
っ
て
い
た
。
早
速
二
人
は
好
み
を
結
ぶ
。

⑸
、
翌
日
、
慶
は
何
永
寿
と
と
も
に
二
人
の
上
司
で
あ
る
朱
面
に
名
刺
と
贈
り
物

の
目
録
を
出
し
そ
の
引
見
に
与
る
べ
く
朱
面
の
館
に
む
か
う
。
折
し
も
こ
の
時
、

朱
面
は
新
た
に
太
子
太
保
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
吏
部
や
礼
部
の
諸
大
臣
及
び

皇
族
の
方
々
や
、
高
位
高
官
の
人
々
が
沢
山
集
っ
て
い
た
。
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さ
て
、
歴
史
上
の
朱
面
は
、
防
禦
使
と
し
て
か
の
悪
名
高
い
花
石
綱
の
責
任
者

で
あ
り
、
世
人
の
恨
み
を
大
い
に
買
っ
た
人
物
で
、
そ
の
位
は
従
五
品
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
小
説
中
の
朱
面
は
と
言
え
ば
、
こ
の
七
十
回
の
初
め
の
方
で
、
工

部
に
対
し
て
反
答
す
る
聖
旨
の
中
で
は
、「
金
吾
衛
提
督
官
校
太
尉
朱
面
は
、
神

運
（
花
石
綱
）
を
督
理
し
て
成
功
を
収
め
た
の
で
、
太
傅
兼
太
子
太
傅
に
任
ず

る
」
と
見
え
る
が
、
同
じ
七
十
回
の
終
り
の
方
で
は
、「
朱
面
が
新
た
に
光
禄
大

夫
太
保
に
任
ぜ
ら
れ
た
云
々
」
と
あ
り
、
そ
の
記
述
が
一
定
し
な
い
。
し
か
し
、

太
傅
に
し
ろ
太
保
に
し
ろ
、
古
来
太
師
と
と
も
に
三
公
と
よ
ば
れ
、
正
一
品
の
人

臣
中
の
最
高
位
の
官
職
で
あ
る
。
従
っ
て
、
小
説
中
の
朱
面
は
、
歴
史
上
の
そ
れ

と
異
な
り
、
大
層
な
地
位
と
権
勢
と
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
み

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
一
体
ど
ん
な
立
場
の
人
を
念
頭
に
お
い
て
描
か
れ

て
い
る
も
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
精
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
結
論
を
言
え
ば
、
小
説
中
の
朱
面
は
、
明
代

の
錦
衣
衛
指
揮
使
（
正
三
品
）
と
い
っ
た
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
描
か
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
再
び
、
西
門
慶
と
何
永
寿
の
こ
と
に
話
を
戻
す
と
、
二
人
が
朱
面
邸
前
に

着
い
た
時
、
朱
面
は
不
在
で
、
そ
の
日
天
子
が
南
壇
の
祭
天
を
行
う
に
つ
き
そ
の

護
衛
と
し
て
部
下
を
連
れ
出
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
黒
装
束
の
金
吾

衛
の
兵
士
達
に
守
ら
れ
轎
に
乗
っ
た
朱
面
が
館
に
戻
っ
て
く
る
と
、
か
ね
て
よ
り

待
ち
か
ま
え
て
い
た
大
小
の
役
人
達
が
、
朱
面
の
今
般
の
昇
進
を
祝
っ
て
の
祝
宴

を
開
始
す
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
祝
宴
の
為
に
呼
び
集
め
ら
れ
た
教
坊
の
楽
師
達

が
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
を
演
奏
し
て
こ
の
宴
席
を
盛
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
音

楽
の
一
つ
と
し
て
こ
こ
に
書
か
れ
る
の
が
、
唄
い
出
し
が
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
で

始
ま
る
套
曲
な
の
で
あ
る
。

今
、
こ
の
套
曲
の
内
容
が
い
か
に
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
異
常
と
す
ら
言

え
る
も
の
か
を
見
る
前
に
、
こ
の
状
況
下
で
こ
の
套
曲
が
挿
入
さ
れ
た
意
味
と
効

果
に
つ
い
て
、
す
で
に
Ｐ
Ｄ
ハ
ナ
ン
氏
の
説
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
見
て
お

こ
う
。

二
、

Ｐ
Ｄ
ハ
ナ
ン
氏
の
説
は
、
そ
の
論
文“S

o
u
rces o

f th
e C

h
in P

in
g M

ei ５
）”

に

見
え
る
。
こ
の
論
文
は
、『
金
瓶
梅
』
の
作
者
が
こ
の
小
説
を
創
作
す
る
に
あ
た

っ
て
使
っ
た
で
あ
ろ
う
戯
曲
・
小
説
あ
る
い
は
俗
曲
其
他
に
つ
い
て
論
じ
た
金
瓶

梅
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
有
用
な
も
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
の
、
素
材
と
な
っ
た
で

あ
ろ
う
戯
曲
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
に
こ
の
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ナ
ン
氏
は
、
ま
ず
『
金
瓶
梅
』
と
関
係
の
深
い
戯
曲
と
し
て
、「
玉
環
記
」

と
「
林
冲
宝
剣
記
」（
以
下
「
宝
剣
記
」
と
略
す
）
を
挙
げ
た
上
で
、
中
で
も

「
宝
剣
記
」
が
『
金
瓶
梅
』
の
素
材
と
し
て
最
も
重
要
だ
と
し
、
次
に
、「
宝
剣

記
」
の
ど
の
部
分
か
ら
小
説
の
ど
の
部
分
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、

1)
、
六
十
七
回
に
見
え
る
「
寒
夜
無
茶
云
々
」
と
「
四
野

霞
云
々
」
の
両
種
の

俗
曲
は
、「
宝
剣
記
」
三
十
三
出
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。

2)
、
七
十
回
で
朱
面
の
富
貴
を
語
る
「
官
居
一
品
、
位
列
三
台
云
々
」
と
い
う
長

い
独
白
は
、「
宝
剣
記
」
三
出
に
見
え
る
。
ま
た
す
ぐ
そ
の
後
に
出
る
「
享
富
貴

受
皇
恩
」
と
い
う
套
曲
は
、
同
五
十
出
に
見
え
る
。
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3)
、
六
十
一
回
で
李
瓶
児
の
病
床
に
趙
と
い
う
い
い
か
げ
ん
な
医
者
が
よ
ば
れ
、

見
当
違
い
の
見
立
て
を
行
う
の
は
、「
宝
剣
記
」
二
十
八
出
の
再
現
で
あ
る
。

4)
、
七
十
九
回
で
呉
月
娘
が
不
吉
な
夢
を
見
て
、
占
い
師
を
よ
ん
で
占
っ
て
も
ら

う
一
段
は
、「
宝
剣
記
」
十
出
で
林
冲
が
不
祥
の
怪
夢
を
見
て
、
占
い
先
生
に
占

っ
て
も
ら
う
こ
と
の
再
現
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
2)
、
の
套
曲
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
に
関
す
る
ハ
ナ
ン
氏
の
指
摘
は
、

更
に
凡
そ
次
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

１
、
通
常
七
十
回
の
よ
う
な
場
面
で
は
、
朱
面
の
よ
う
な
大
官
に
対
す
る
べ
た
賞

め
の
賛
辞
が
使
わ
れ
る
が
、『
金
瓶
梅
』
が
創
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
頃
に
流
行

し
て
い
た
散
曲
に
、
そ
の
類
の
も
の
は
少
な
く
な
く
、
そ
れ
は
当
時
通
行
し
て
い

た
戯
曲
選
集
に
見
え
る
こ
と
。
戯
曲
選
集
の
う
ち
、
正
徳
十
二
年
（
一
五
一
七
）

の
序
の
あ
る
『
盛
世
新
声
』
巻
一
や
、
嘉
靖
四
年
（
一
五
二
五
）
の
序
の
あ
る

『
詞
林
摘
艶
』
辛
集
、
更
に
嘉
靖
四
十
五
年
（
一
五
六
六
）
の
序
の
あ
る
『
雍
煕

楽
府
』
巻
三
に
は
、
七
十
回
に
見
え
る
も
の
と
同
じ
く
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
で
始

ま
る
正
宮
端
正
好
の
曲
（
以
下
こ
れ
を
A
の
曲
と
す
る
）
が
見
え
る
こ
と
。
更
に
、

こ
の
A
の
内
容
は
、『
詞
林
摘
艶
』
で
は
〞
上
太
師
〝（
太
師
に
敬
意
を
表
し
て
）、

ま
た
『
雍
煕
楽
府
』
で
は
〞
武
臣
享
福
〝（
武
臣
の
う
け
た
幸
せ
）
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
七
十
回
に
見
え
る
も
の
（
以
下
こ
れ
を
B
の

曲
と
す
る
）
と
異
な
る
こ
と
。
B
の
曲
は
、
李
開
先
の
「
宝
剣
記
」
に
一
致
す
る

こ
と
。

２
、
七
十
回
の
か
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
の
作
者
が
「
宝
剣
記
」
に
見
え

る
套
曲
を
採
用
し
た
こ
と
の
意
味
と
効
果
に
つ
い
て
。
ま
ず
作
者
が
こ
の
場
面
で

「
宝
剣
記
」
中
に
見
え
る
套
曲
を
入
れ
た
の
は
、
そ
の
場
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
企
図

し
た
も
の
の
よ
う
だ
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
効
果
と
し
て
は
、
そ
れ
が
当

時
よ
く
知
ら
れ
た
賞
賛
の
曲
（
A
の
曲
）
に
似
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
風
刺
と

な
る
と
す
る
。
次
に
こ
の
こ
と
の
意
味
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
か
か
る

曲
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
作
者
自
身
に
よ
る
故
意
の
態
度
表
明
で
あ
り
、
そ
れ
は

ま
た
同
時
に
、
作
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
に
よ
る
自
ら
の
小
説
へ
の
別
の
形

で
の
介
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

以
上
の
二
点
の
指
摘
に
関
し
て
、
筆
者
も
ま
っ
た
く
同
意
見
で
、
こ
れ
に
関
し

な
ん
の
異
論
も
な
い
。
た
だ
筆
者
が
疑
問
と
思
う
の
は
、
七
十
回
の
こ
の
場
面
で

「
宝
剣
記
」
に
見
え
る
か
の
套
曲
を
挿
入
す
る
と
い
う
発
想
が
ど
こ
か
ら
出
て
来

た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。

三
、

こ
の
問
題
に
及
ぶ
前
に
、
戯
曲
選
集
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
当
時
の
流
行
歌
（
A

の
曲
）
の
内
容
と
、「
宝
剣
記
」
や
『
金
瓶
梅
』
に
見
え
る
套
曲
（
B
の
曲
）
の

内
容
の
相
違
に
つ
い
て
見
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま
ず
、
A
の
方
を
、『
盛
世
新
声
』
に
も
と
ず
き
日
本
語
に
訳
す
と
、
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
。

原

文

訳

正
宮
端
正
好

享
富
貴
受
皇
恩
。

富
貴
を
享
け
た
上
に
皇
恩
を
受
け
、
綱
紀
（
国
家
を
治
め

四
四

『
金
瓶
梅
詞
話
』
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陳
綱
紀
明
天
道
。

る
大
法
細
則
）
を
陳
べ
、
天
道
を
明
ら
か
に
す
。

貫
胸
襟
虎
略
龍
韜
。

威
儀
楚
楚
全
忠
孝
。

胸
襟
に
貫
く
は
、
虎へ
略い
龍し
韜よ
。
威
儀
は
、
楚
々
（
明
ら
か

な
こ
と
）
と
し
て
忠
孝
を
全
う
す
。

文
共
武
皆
奇
妙
。

文
は
武
と
共
に
、
皆
な
奇
妙
（
こ
と
に
優
れ
て
い
る
こ

と
）
な
り
。

滾
繡
毬

旗
霞
彩
飄
。

列
干
戈
日
月
高
。

な
ら
ぶ
旗
は
、
朝
や
け
夕
や
け
に
飄ひるがえ
り
、
列つら
ね
た
る
干

戈
は
、
日
月
と
光
を
争
う
。

驟

６
）

馬

着
金

絡
。
撼
玲
瓏
玉
掛

絨

。

と
こ
と
こ
歩
く
馬
に
鞭
を
く
れ
、
金
の
手
綱
を
ふく

ま
せ
、

玲
瓏
の
玉
を
ゆ
る
が
せ
、
絨くみいと
を
掛
け
、

擁
高
衙
大

雄
。

臥
重
因
列
鼎

。

高
牙
（
将
軍
の
旗
）
大
トウ

（
天
子
の
旗
指
）
の
雄
た
る
を

擁
し
、
重
因
（
厚
い
布
団
）
に
臥
し
、
鼎

（
す
ば
ら
し

い
料
理
）
を
列つら
ぬ
。

靄
画
堂
瑞
烟
籠
罩
。

も
や
は
、
画
堂
に
瑞
烟
（
め
で
た
い
か
す
み
）
の
如
く
た

れ
こ
め
、

撲
湘
簾
花
霧
飄

。

風
は
、
湘
妃
竹
の
簾
を
う
ち
、
花
霞
に
ひ
る
が
え
る
。

金
爐
火
暖
龍
涎
噴
。

金
爐
の
火
は
暖
く
、
龍
涎
香
は
噴
き
溢
れ
、

銀
燭
光
輝

蝋

。

銀
燭
の
光
は
輝
き
、

蝋
（
赤
い
ロ
ウ
）
は

え
、

歳
月
逍
遥
。

か
く
し
て
歳
月
は
緩
や
か
に
流
れ
ゆ
く
。

秀
才

朝
鳳
闕
朱
衣
紫
袍
。

鳳
闕
（
宮
城
の
門
）
に
む
か
う
は
、
朱
衣
紫
袍
（
高
位
の

官
人
）。

陞
虎
帳
貂

繡
襖７

）

。

虎
帳
（
将
軍
の
陣
）
に
陞
る
は
、
貂

繡
襖
（
貂
の
皮
で

作
っ
た

と
刺
繡
の
あ
る
長
上
衣
）
を
着
た
人
。

仰
龍
楼
爵
禄
高
。

龍
楼
を

仰
す
れ
ば
、
爵
禄
高
く
。

気
昻
昻
趨
黄
道
。

身
を
か
が
め
て
、
黄
道
（
天
子
の
ゆ
く
道
）
を
す
す
み
、

雄
斗ママ
斗ママ
侍
清
朝
。

近

輿
与
玉
藻
。

雄
々
し
く
清
朝
に
侍はべ
っ
て
、
ラン

輿ヨ
（
天
子
の
乗
り
も
の
）

と
玉
藻
（
帝
王
の
冠
冤ベン
）
に
近
づ
く
。

呆
骨
朶

丹
書
鉄
券
金
花

。

丹
書
鉄
券
に
金
花
の
こう
８
）

。

撫
華
夷
四
海
名
標
。

華
美
を
撫
し
て
四
海
に
名
標あらわれ
。

旗
影

動
龍
蛇
。

旗
の
影
は
、
龍
蛇
（
隠
遁
す
る
才
人
）
の
心
を
喜
び
動

か
し
、

金
鼓
響
驚
飛
燕
雀
。

金
鼓
の
響
き
は
、
燕
雀
（
小
人
物
の
こ
と
）
を
驚
飛
さ
せ

る
。

出
落
着
威
武
飛
熊

兆９
）

。

威
武
を
表
す
に
、
賢
者
を
得
る
兆きざし。

調
鼎

。
理
陰
陽
。

居
廊
廟10

）

。

宰
相
の
位
を
調ととのえ
、
君
臣
の
関
係
を
理おさ
め
、
常
に
政
庁
に

居
る
。

普
天
下
賀
太
平
寿

域11
）

開
。

天
下
普あまねく
太
平
の
御
世
の
ひ
ら
け
た
る
を
賀
す
。

宰
臣
毎
整
乾
坤
安

定
了
。

宰
臣
は
、
毎つね
に
乾
坤
（
天
下
の
こ
と
）
を
整
え
安
定
さ
せ

る
。

貨
郎
児

開
大
宴
齊
臻
臻
華

大
宴
を
開
け
ば
き
ち
ん
と
そ
ろ
い
、
華
宴
に
て
皆
歓
楽
す

四
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筵
歓
楽
。

る
。

香
馥
馥
珍
羞
美

。

（
宴
に
出
さ
れ
る
も
の
は
）
香
ば
し
い
珍
羞
美

ば
か
り
。

有
交
梨
火
棗
。
有

蟠
桃
。

交
梨
に
火
棗
、
更
に
蟠
桃
あ
り
。（
す
べ
て
道
家
の
仙

果
）。

炮
麟

。
烹
魚
尾
。

麟

を
あ
ぶ
り
、
魚
尾
を
に
て
、

熊
掌
。
煎
羊

。

熊
掌
を

き
、
羊

を
い
る
。

酔
太
平

有
龍
笛
鳳
簫
。
間

檀
槽
。

龍
笛
鳳
簫
に
雑
っ
て
、
ダ

鼓コ
に
檀
槽12

）

。

列
着
清
歌
妙
舞

出
妖

。

清
歌
妙
舞
を
つ
ら
ね
、
妖

（
艶
か
し
い
女
）
が
登
場
し
、

唱
黄
鐘
六
么
。
万

民
豊
足
皆
歓
楽
。

黄
鐘
に
て
六
么13

）

を
唱
え
ば
、
万
民
豊
足
し
て
皆
歓
楽
す
。

八
方
寧
静
開
懐
抱
。

八
方
は
静
か
に
治
り
、
人
々
は
心
を
開
き
、

四
時
康
泰
尽
和
調
。

四
時
お
だ
や
か
に
安
ぎ
を
尽
す
。

貨
郎
児

文
修
武
備
。
日
転

遷
階
。

文
は
修
ま
り
武
も
備
は
り
、
日
々
階
位
を
転
遷
し
、

穏
拍
拍
的
輔
佐
辺

庭
。

楽
々
と
四
庭
（
外
夷
の
朝
廷
）
を
輔
佐
し
、

把
這
風
塵
静
掃
。

風
塵
（
兵
乱
）
を
静
掃
（
一
掃
し
て
と
り
静
め
る
）
せ
ん
。

尾

声

普
天
率
土
帰
王
道
。

普
天
率
土
す
べ
て
王
道
に
帰
す
。

万
国
尊
依
賀
聖
朝
。

万
国
は
尊
び
頼
り
聖
朝
を
賀
す
。

君
徳
成
勝
禹
舜
堯
。

君
徳
は
成
り
、
そ
の
徳
は
禹
・
舜
・
堯
に
勝
り
。

臣
宰
賢
良
過
管
楽
。

臣
宰
の
賢
良
は
、
管
楽14

）

以
上
。

則
将
那
天
下
奸
邪

尽
平

。

か
く
し
て
、
天
下
の
奸
邪
ば
ら
を
は
こ
と
ご
と
く
平
ソウ

（
せ
め
滅
ぼ
し
平
ら
げ
る
）
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
、
B
の
方
は
、『
詞
話
』
で
は
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

原

文

訳

正
宮
端
正
好

享
富
貴
、
受
皇
恩
。

富
貴
を
享
け
皇
恩
を
受
く
。

起
寒
賎
、
居
高
位
。

寒
賎
よ
り
身
を
起
こ
し
、
高
位
に
居
り
、

権
衡
威
振
京
畿
。

権
力
を
と

り
、
威
武
は
京
畿
（
都
と
そ
の
周
辺
）
に
振ふる
う
。

恩
恃
寵
把
君
王

媚
、

恩
寵
に
恃
み
ひ
た
す
ら
君
王
に
媚
び
る
ば
か
り
で
、

全
不
想
存
仁
義
。

全
く
仁
義
の
道
を
御
存
知
な
い
。

滾

球

起
官
夫
造
水
池
、

官
夫
を
使
っ
て
水
池
を
造
り
、

与
児
孫
買
田
基
。

児
孫
の
為
に
土
地
を
買
い
、

苦15
）

求
謀
多
只
為
一

身
之
計
、

ひ
た
す
ら
考
え
る
の
は
、
一
身
上
の
こ
と
だ
け
、

縦
奸
貪
那
裏
管
越

色
と
欲
を
貪むさぼる
も
、
た
と
え
越
が
痩
せ
呉
が
肥こえ
よ
と
知
る

痩
呉
肥
。

も
の
か
。

四
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趨
附
的
身
即
栄
、

上
に
へ
つ
ら
え
ば
す
ぐ
出
世
す
る
が
、

的
命
必
危
。

さ
か
ら
え
ば
命
取
り
。

16
）

賢
才
、
喜
親
小

輩
。

賢
人
を
ね
た
ん
で
、
小
人
ば
ら
を
近
づ
け
、

只
想
着
復
私
仇
公

道
全

。

た
だ
考
え
る
の
は
私
仇
を
晴
ら
す
こ
と
の
み
、
公
明
正
大

な
所
は
ま
っ
た
く
な
し
。

你
将
九
重
天
子
深

瞞
昧
、
致
四
海
生

民
総
乱
離
、
更
不

道
天
網
恢
恢
。

九
重
の
天
子
を
た
ぶ
ら
か
し
、
四
海
の
人
民
を
苦
し
め
て

い
る
け
れ
ど
、

天
網
恢
々
を
知
ら
な
い
か
。

秀
才

巧
言
詞
取
君
王
一

時
笑
喜
、

言
葉
巧
み
に
君
王
一
時
の
ご
機
嫌
を
と
っ
て
い
る
が
、

那
裏
肯
效
忠
良
使

万
国
雍
煕
。

な
ん
で
忠
良
の
心
で
万よろずの
国
々
と
仲
良
く
し
よ
う
と
考
え

よ
う
か
。

你
只
待
顚
倒
豪
傑

把
世
迷
。

た
だ
政
敵
を
倒
し
て
世
を
迷
わ
せ
る
。

隔
靴
空
揉

17
）

、
久

症

行
医
。

こ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
靴
を
隔
て
て
掻か
き
、
長
患
い
な
の
に
医

者
を
退
け
る
よ
う
な
も
の
。

滅
絶
了
天
理
。

天
地
の
道
理
も
水
の
泡
。

滾

球

你
有
秦
趙
高18

）

指
鹿

心
、
屠
岸

縦
犬

心
は
さ
な
が
ら
、
趙
高
の
鹿
を
さ
し
て
馬
と
い
い
、
屠
岸

の
犬
を
け
し
か
け
人
を
殺
し
た
が
如
く
、

機
。

待
学
漢
王

不
臣

之
意
、
欺
君
的
董

卓
燃
臍
。

漢
の
王

を
学
ん
で
二
心
を
懐
き
、
君
を
欺
く
そ
の
あ
と

は
、
董
卓
よ
ろ
し
く
臍
に
火
を
つ
け
ら
れ
葬
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

但
行
動
弦
管
隨
、

た
だ
な
に
を
す
る
に
も
鳴
り
物
い
り
、

出
門
時
兵
杖
圍
、

入
朝
中
百
官
悚
畏
、

門
を
出
る
時
は
儀
杖
兵
に
囲
ま
れ
、
参
内
す
れ
ば
百
官
に

恐
れ
ら
れ
る
。

仗
一
人

虎
張
威
。

た
だ
一
人
の
君
王
の
威
に
頼
る
は
、
虎
の
威
を
借
る
狐
の

ご
と
、

望
塵
有
客
趨
奸
党
、

風
を
望
ん
で
奸
党
に
走
る
者
は
あ
ま
た
お
れ
ど
、

借
剣
無
人
斬

賊19
）

。

誰
も
剣
を
ふ
り
あ
げ

賊
を
成
敗
す
る
者
な
し
。

一
任
的

狂
為
。

結
果
、
い
よ
い
よ
悪
党
を
の
さ
ば
ら
す
。

尾

声

金

底
下
無
名
姓
、

青
史
編
中
有
是
非
。

国
に
人
材
居
な
く
と
も
、
歴
史
に
善
悪
残
る
も
の
。

你
那
知

理
陰
陽

調
元
気20

）

。

政まつりごとな
ぞ
な
ん
で
知
ろ
、

你
止21

）

知
盗
売
江
山

結
外
夷
。

た
だ
敵
と
結
ん
で
、
国
土
を
売
る
の
み
。

枉
辱
了
玉
帯
金
魚

挂

衣
、

こ
れ
で
は
折
角
の
玉
帯
や
金
の
魚
袋
に

衣
が
泣
く
だ
ろ

よ
。

受
禄
無
功
愧
寝
食
。

功
も
な
く
禄
を
は
む
ば
か
り
で
、
生
き
恥
さ
ら
す
、

権
方
在
手
人
皆
懼
。

権
力
を
握
っ
て
い
る
か
ら
、
人
は
皆
懼
れ
て
い
る
が
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禍
到
臨
頭
悔
後
遅
。

禍
い
迫
っ
た
ら
悔
ん
で
も
、
も
う
遅
い
。

南
山
竹

難
書
罪
。

そ
の
罪
悪
累
々
、
南
山
の
竹
を
と
り
尽
し
て
も
書
き
き
れ

ず
、

東
海
波
乾
臭
未
遺
。

東
海
の
波
が
乾
か
ぬ
う
ち
は
、
そ
の
臭
み
は
消
え
ぬ
だ
ろ

う
。

万
古
流
伝
、
教
人

唾
罵
你
。

い
つ
ま
で
も
後
世
に
伝
わ
っ
て
、
人
か
ら
罵
ら
れ
る
の
が

落
ち
だ
ろ
よ
。

A
の
曲
は
、
一
読
し
て
も
わ
か
る
通
り
、
こ
れ
は
高
位
高
官
や
勲
功
赫
々
た
る

功
臣
に
対
す
る
祝
い
の
席
で
演
奏
さ
れ
る
の
に
も
っ
て
こ
い
の
内
容
の
曲
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
曲
の
作
者
は
、「
詞
林
摘
艶
」
に
よ
れ
ば
丘
汝
成
と
な
っ
て

い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
今
の
所
何
の
手
懸
り
も
な
い
。

も
し
彼
が
真
に
こ
の
曲
の
作
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
散
曲
集
と
し
て
一
番
古
い
正

徳
十
二
年
（
一
五
一
七
）
の
序
の
あ
る
『
盛
世
新
声
』
に
こ
の
曲
が
載
っ
て
い
る

の
で
、
こ
の
散
曲
集
が
刊
行
さ
れ
た
頃
か
、
そ
れ
以
前
の
人
で
あ
ろ
う
と
推
測
で

き
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
曲
は
、『
盛
世
新
声
』
の
開
巻
冒
頭
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
正
徳
末
か
ら
嘉
靖
時
代
に
か
け
て
よ
く
知
ら
れ

た
曲
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

一
方
B
の
曲
の
方
は
、
こ
れ
ま
た
一
読
し
て
わ
か
る
通
り
、
高
位
高
官
の
人
間

を
非
難
嘲
笑
す
る
内
容
で
、
A
の
曲
と
同
じ
く
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
で
始
ま
り
曲

調
も
同
じ
だ
が
、
内
容
が
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
宝
剣
記
」
で
は
、
こ
の
劇
の
お
わ
り
の
方
で
、
都
か
ら
洪
太
尉
が
梁
山
泊
に

来
て
林
冲
に
招
安
を
求
め
た
際
、
林
冲
が
こ
の
曲
を
唱
っ
て
こ
れ
ま
で
自
分
や
自

分
の
家
族
に
迫
害
を
加
え
て
き
た
高
求
父
子
に
対
し
て
激
し
く
非
難
す
る
。
こ
の

B
の
曲
は
内
容
か
ら
し
て
、
こ
の
「
宝
剣
記
」
で
は
至
っ
て
順
当
か
つ
宜
し
き
を

得
た
も
の
と
言
え
る
。

常
識
か
ら
す
れ
ば
、『
詞
話
』
の
作
者
は
、
七
十
回
の
か
の
場
面
で
、
当
時
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
A
の
曲
こ
そ
採
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
B
の

曲
を
採
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
な
る
。

ハ
ナ
ン
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
作
者
が
役
者
達
の
唱
う
套
曲
の
歌
詞
を

利
用
し
て
、
朱
面
の
よ
う
な
人
間
を
許
せ
な
い
と
す
る
態
度
を
表
明
し
た
も
の
で
、

作
者
の
作
中
介
在
で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
、
口
語
小
説
に
お
け
る
作
者
介
在
の
伝

統
的
手
法
と
し
て
は
、
看
官
聴
説
（
み
な
さ
ん
お
聞
き
下
さ
い
）
で
始
ま
る
文
句

で
介
在
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
曲
辞
を
用
い
て
の
作
者
に
よ

る
介
在
手
法
は
、
筆
者
は
少
な
く
と
も
四
大
奇
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
金
瓶

梅
』
以
外
に
見
た
こ
と
が
な
い
。

一
体
こ
の
よ
う
な
手
法
と
発
想
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に

お
い
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

四
、

曲
辞
を
せ
り
ふ
代
り
に
使
う
と
言
え
ば
、
す
ぐ
に
元
曲
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、『
詞
話
』
ほ
ど
戯
曲
と
深
い
関
係
を
も
つ
小
説
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
こ
の
小
説
の
作
者
の
戯
曲
趣
味
に
由
来
す
る
と
思
わ

れ
る
が
、
次
に
し
ば
ら
く
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
戯
曲
的
痕
跡
を
た
ど
っ
て
み
た

い
。
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『
詞
話
』
に
お
け
る
戯
曲
的
痕
跡
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
認
め
ら

れ
る
。

1)
、
小
説
で
は
、
先
行
す
る
戯
曲
か
ら
曲
辞
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
論
も
あ
り22

）

、
精
し
く
は
、
そ
ち
ら
を
参
照

願
い
た
い
が
、
再
び
挙
げ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

李
開
先
の
「
林
冲
宝
剣
記
」
か
ら
は
、
こ
の
七
十
回
の
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
の

他
に
、
六
十
七
回
の
「
寒
夜
無
茶
」
と
「
四
野

霞23
）

」

王
実
甫
の
「
西
廂
記
」
か
ら
は
、
三
十
一
回
の
「
想
人
生
最
苦
是
離
別
」、
四

十
六
回
の
「

痩
損
」、
六
十
一
回
と
六
十
八
回
の
「
半
万
賊
兵
」、
五
十
八
回

の
「
夜
去
明
来
」、
五
十
九
回
の
「
兜
的
上
心
来
」、
六
十
八
回
の
「
游
芸
中
原
」、

七
十
四
回
の
「
第
一
来
為
圧
驚
」
と
「
玉

驕
馬
出
皇
都
」

燦
の
「
香
囊
記
」
か
ら
は
、
三
十
六
回
の
「
花
辺
柳
辺
」「
十
載
青
灯
黄
巻
」

「
紅
入
仙
桃
」「
難
報
母
氏

労
」

「
玉
環
記
」
か
ら
は
、
同
じ
く
三
十
六
回
の
「
恩
徳
浩
無
辺
」「
弱
質
始
笄
年
」

高
明
の
「
琵
琶
記
」
か
ら
は
、
二
十
七
回
の
「
向
晩
来
」
と
「
清
宵
思
爽
然
」

等
の
曲
辞
が
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
。

2)
、
七
十
回
の
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
の
他
に
、
せ
り
ふ
を
唱
で
い
う
個
所
の
あ
る

こ
と
。

こ
れ
に
は
、
二
十
回
で
西
門
慶
が
廓
の
遣
り
手
婆
と
互
い
に
満
庭
芳
の
唄
で
言

い
争
う
。
三
十
回
で
蔡
と
い
う
産
婆
が
唄
で
自
己
紹
介
を
し
、
四
十
回
で
は
趙
と

い
う
仕
立
屋
が
や
は
り
唄
で
自
己
紹
介
を
す
る
。
五
十
回
で
妓
女
の
金
児
が
山
坡

羊
の
曲
で
廓
の
苦
労
を
唄
う
。
七
十
九
回
で
西
門
慶
が
死
を
前
に
し
て
妻
月
娘
と

駐
馬
聴
の
曲
で
語
り
あ
う
。
八
十
九
回
で
は
西
門
慶
の
墓
の
前
で
、
呉
月
娘
と
孟

玉
楼
と
が
山
坡
羊
の
曲
で
亡
き
慶
に
む
か
っ
て
語
り
か
け
る
。
九
十
三
回
で
は
乞

食
に
ま
で
お
ち
ぶ
れ
た
陳
経
済
が
、
乞
食
仲
間
に
対
し
、
華
や
か
だ
っ
た
過
去
と

惨
め
な
現
在
と
を
粉
蝶
児
の
曲
で
唄
う
。
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3)
、
時
に
作
中
、
ペ
テ
ン
師
な
い
し
そ
れ
に
近
い
人
が
道
化
役
と
し
て
登
場
す
る

こ
と
。

こ
れ
は
、
す
で
に
ハ
ナ
ン
氏
の
指
摘
す
る
所
で
は
あ
る
が
、
こ
の
代
表
と
し
て
、

六
十
一
回
に
登
場
す
る
趙
龍
崗
と
い
う
イ
ン
チ
キ
医
師
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
趙

医
師
が
よ
ば
れ
て
危
篤
の
李
瓶
児
を
診
察
す
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、
す
で
に
自
ら

を
趙
搗
鬼
（
ペ
テ
ン
師
）
と
名
乗
っ
た
上
で
、
や
は
り
唄
で
自
己
紹
介
を
す
る
も

の
の
、「
自
分
は
医
者
を
し
て
る
が
処
方
は
で
き
ず
、
脈
を
診
た
ら
ば
口
で
ご
ま

か
し
、
薬
は
作
る
が
効
き
目
は
さ
っ
ぱ
り24

）

」
な
ど
と
う
そ
ぶ
く
。
尚
、
道
化
役
と

し
て
の
イ
ン
チ
キ
医
師
の
登
場
は
、
恐
ら
く
金
の
院
本
以
来
の
も
の
で
、
た
と
え

ば
、
陶
宗
儀
「

耕
録
」
巻
二
十
五
院
本
名
目
に
見
え
る
双
闘
医
は
、
劉
唐
卿
の

元
曲
「
降
桑
椹
蔡
順
奉
母
」
雑
劇
の
第
二
折
に
組
み
込
ま
れ
て
今
に
伝
わ
り
、
劇

中
、
宋
了
人
と
糊
突
蟲
と
い
う
二
人
の
イ
ン
チ
キ
医
師
に
よ
る
掛
け
合
い
万
歳
の

よ
う
な
一
席
が
見
え
る25

）

。

イ
ン
チ
キ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
は
、
こ
の
趙
医
師
の
他
に
、
五
十
六
回
に
見

え
る
西
門
慶
の
祐
筆
に
な
り
そ
び
れ
た
水
秀
才
な
ど
も
、
こ
の
類
に
入
る
だ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
と
い
う
小
説
は
戯
曲
と
大
変
縁
が

深
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
そ
の
真
姓
名
こ
そ
未
だ
不
明
だ
が
、
こ
の
小
説
の
作
者
が

相
当
の
戯
曲
愛
好
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
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五
、

さ
て
、
演
劇
の
用
語
に
傍
白
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
舞
台
上
に
複
数

の
人
物
が
い
る
状
態
で
、
あ
る
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
そ
の
人
物
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人
物
に
は
知
ら
れ
た
く
な
い
自
ら
の
秘
密
の
計
画
や
情
報
、

更
に
は
本
心
な
ど
を
語
る
の
だ
が
、
舞
台
上
の
そ
の
他
の
人
物
に
は
聞
え
な
い
立

前
に
な
っ
て
お
り
、
観
客
に
の
み
内
容
を
提
供
す
る
為
に
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
語
り
手
と
観
客
と
が
認
識
を
共
有
し
、
劇
の
進
行
や
語
り
手

以
外
の
登
場
人
物
に
対
し
て
距
離
を
お
い
て
な
が
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
、

こ
こ
に
深
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
生
れ
る
と
さ
れ
る
。

元
曲
に
お
い
て
も
、
こ
の
傍
白
の
し
ぐ
さ
を
有
す
る
劇
が
あ
る
。『
元
曲
選
』

な
ど
で
は
、
こ
れ
を
「
背
云
」
あ
る
い
は
「
背
科
云
」
と
い
う
ト
書
き
で
示
さ
れ

て
い
る26

）

。

た
と
え
ば
、
王
実
甫
の
「
西
廂
記
」
の
第
一
本
第
二
折27

）

で
は
、
科
挙
受
験
生
の

張
君
瑞
が
た
ま
た
ま
泊
っ
た
蒲
州
の
名
刹
普
救
寺
で
崔
鶯
々
と
い
う
女
性
に
遇
い
、

彼
女
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
思
わ
ず
言
う
せ
り
ふ
が
、「
好

女
子
也
呵
（
い
い

女
だ
な
ァ
）」
で
あ
り
、
ま
た
頑
固
に
原
則
と
理
窟
を
こ
ね
る
住
職
の
法
本
に
対

し
て
は
、「
這
禿

巧
説
（
こ
の
坊
主
、
う
ま
い
こ
と
を
言
い
お
る
）」
な
ど
と
言

う
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
ト
書
き
で
背
云
と
書
か
れ
て
お
り
、
ま
わ
り
の
登
場

人
物
に
は
一
切
聞
え
な
い
と
い
う
約
束
の
上
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
こ
れ
ら
背
云
で
張
君
瑞
の
本
心
が
語
ら
れ
る
。

ま
た
元
曲
で
は
、
登
場
人
物
の
う
ち
の
あ
る
一
人
が
曲
を
唱
い
、
そ
の
曲
辞
の

中
で
自
分
の
本
心
を
吐
露
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ト
書
き
で
は
「
背

唱
」
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
関
漢
卿
の
「
救
風
塵
」
雑
劇
第
三
折

で
、

梁
の
芸
者
趙

児
が
、
こ
の
背
唱
の
し
ぐ
さ
を
す
る
個
所
が
あ
る
。

こ
の
段
は
、
妹
分
の
芸
者
の
宋
引
得
が
、
知
事
の
ド
ラ
息
子
の
周
舎
に
惚
れ
て

嫁
い
だ
の
は
よ
い
け
れ
ど
、
結
婚
後
は
周
舎
か
ら
始
終
い
じ
め
ら
れ
っ
ぱ
な
し
で

あ
る
こ
と
を
風
の
噂
で
知
っ
た
趙

児
が
、
こ
の
妹
分
を
救
う
と
し
て
、
周
舎
の

前
に
現
わ
れ
、
実
は
私
は
昔
か
ら
あ
な
た
の
妻
に
な
り
た
か
っ
た
と
心
に
も
な
い

ウ
ソ
を
つ
く
。
す
る
と
浮
気
性
の
周
舎
は
ま
ん
ま
と
こ
れ
に
ひ
っ
か
か
り
、
今
に

も
趙

児
に
心
を
動
か
そ
う
と
し
た
時
、
姉
御
の
魂
胆
を
霧
知
ら
ぬ
宋
引
得
は
、

夫
が
心
変
り
し
そ
う
な
こ
と
を
察
し
て
血
相
を
変
え
て
駆
け
つ
け
て
来
て
、

児

の
こ
と
を
口
汚
く
罵
る
。
こ
の
時
、
趙

児
は
次
の
よ
う
に
背
唱
す
る
。

我

意
児
瞞
、
虚
科
児
噴
、
着
這

有
家
難
奔
。
妹
子
也
、
你
試
看

風
月
救

風
塵
。（
私
は
、
わ
ざ
と
い
つ
わ
り
こ
や
つ
を
迷
わ
せ
、
そ
の
家
庭
を
メ
チ
ャ
ク

チ
ャ
に
し
て
や
る
つ
も
り
。
妹
よ
見
て
て
ご
ら
ん
、
私
が
色
仕
掛
け
で
あ
な
た
を

苦
海
か
ら
救
う
の
を
。）

こ
の
曲
は
、
周
舎
と
宋
引
得
の
二
人
の
前
で
堂
々
と
唱
わ
れ
る
が
、
こ
の
二
人

に
は
聞
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
趙

児
は
周
舎
に
、
宋
引
得

に
き
っ
ぱ
り
離
縁
状
を
書
い
て
別
れ
て
く
れ
た
ら
、
私
は
あ
な
た
の
女
房
に
な
る

と
言
う
。
こ
の
時
周
舎
は
す
っ
か
り
趙

児
に
夢
中
だ
っ
た
か
ら
、
二
つ
返
事
で

宋
引
得
へ
の
三
下
り
半
を
書
く
。
後
段
、
こ
の
離
縁
状
の
お
蔭
で
め
で
た
く
宋
引

得
は
周
舎
と
手
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
る﹅
る﹅
と
元
曲
の
背
白
・
背
唱
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ

れ
と
言
う
の
も
、
筆
者
は
、『
詞
話
』
七
十
回
に
見
え
る
問
題
の
か
の
套
曲
の
用

い
ら
れ
方
は
、
こ
の
元
曲
の
背
唱
の
手
法
と
発
想
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
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と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
作
者
が
相
当
の
戯
曲
愛
好
家
だ
っ
た
ら
し

い
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
套
曲
を
役
者
達
に
祝
い
の
席

で
唱
わ
せ
る
と
い
う
発
想
は
、
戯
曲
に
通
じ
た
人
で
あ
っ
て
始
め
て
可
能
だ
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
今
回
こ
の
小
説
の
読
者
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
小
説
が

万
暦
初
年
か
ら
、『
詞
話
』
が
刊
行
さ
れ
た
万
暦
四
十
五
年
ま
で
の
約
四
十
年
間

に
、
董
其
昌
・
袁
宏
道
・
袁
中
道
・
沈
徳
符
・

夢
龍
・
李
日
華
と
い
っ
た
万
暦

の
一
流
の
文
人
達
の
間
で
写
本
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
写
本
に
接
し

た
当
時
の
読
者
達
も
、
か
の
七
十
回
の
套
曲
の
本
歌
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
小
説
の
方
の
内
容
は
、
表
む
き
は
北
宋
末
の
朱
面
を
批
判
し
て
い
る
よ

う
に
見
せ
て
、
実
は
明
代
で
悪
名
高
い
天
子
の
諜
報
機
関
た
る
錦
衣
衛
に
対
す
る

批
判
で
あ
る
こ
と
も
、
読
め
ば
即
座
に
悟
り
、
そ
の
あ
ま
り
の
大
胆
さ
に
驚
い
た

に
相
違
な
い
。

く
り
返
す
よ
う
だ
が
、
劇
に
お
け
る
登
場
人
物
と
観
客
と
の
情
報
の
共
有
は
、

小
説
の
場
合
、
作
者
と
読
者
と
の
情
報
の
共
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、

背
唱
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
非
難
さ
れ
て
い
る
朱
面
当
人

は
お
ろ
か
、
彼
の
昇
進
を
祝
い
に
こ
の
場
に
集
っ
た
人
々
も
、
誰
も
役
者
達
を
と

が
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

一
口
に
「
四
大
奇
書
」
と
言
っ
て
も
、『
金
瓶
梅
』
は
、
他
の
三
書
と
比
べ
て

特
異
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
他
の
三
書
が
い
ず
れ
も
宋
代
の
講

釈
師
以
来
の
伝
統
を
も
ち
、
話
も
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
雪
達
磨
式
に
大
き
く
な

っ
て
き
た
の
に
対
し
、『
金
瓶
梅
』
は
こ
れ
と
異
な
り
、
明
代
の
あ
る
文
人
が

『
水
滸
伝
』
中
の
武
松
・

金
蓮
物
語
に
想
を
得
て
こ
の
小
説
を
創
作
し
た
点
、

ま
ず
大
き
な
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

更
に
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
作
中
戯
曲
や
流
行
歌
を
ふ
ん
だ
ん
に
駆
使

す
る
点
で
も
、
他
の
三
書
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
小
説
で
は
そ
れ

が
見
ら
れ
る
点
大
い
に
異
な
る
。
ま
し
て
流
行
歌
の
文
句
を
も
じ
っ
て
作
中
の
あ

る
人
物
を
皮
肉
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
小
説
で
は
絶
え
て
見
ら
れ
ぬ
所
で

あ
っ
て
、『
詞
話
』
独
特
の
創
作
手
法
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
明
末
の
崇
禎
年
間
に
出
た
『
新
刻
繡
像
批
評
金
瓶
梅
』（『
崇
禎

本
』
と
も
称
せ
ら
れ
る
）
と
、
清
の
康
煕
乙
亥
の
年
（
一
六
九
五
）
に
刊
行
さ
れ

た
『
第
一
奇
書
』
で
は
、
い
ず
れ
も
本
稿
で
問
題
に
し
た
か
の
七
十
回
の
套
曲
を
、

た
だ
単
に
、
五
人
の
役
者
達
が
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
を
唱
っ
た
と
書
い
て
い
る
だ

け
で
、
套
曲
の
曲
辞
そ
の
も
の
は
す
べ
て
削
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
三

種
の
『
金
瓶
梅
』
の
版
本
の
う
ち
、
戯
曲
趣
味
に
溢
れ
る
本
は
、『
詞
話
本
』
の

み
と
な
る
。

さ
て
、『
崇
禎
本
』
や
『
第
一
奇
書
本
』
に
お
い
て
、「
享
富
貴
受
皇
恩
」
の
套

曲
の
全
文
が
削
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
然
戯
曲
風
風
刺
の
お
も
し
ろ
さ
は
消
え

去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
で
は
な
ぜ
、『
崇
禎
本
』
に
お
い
て
套
曲
「
享
富
貴
受
皇

恩
」
の
全
文
が
削
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
こ
の
流
行
歌
の
も
じ
り
に
時
の
権

力
者
に
対
す
る
諷
刺
が
含
ま
れ
て
お
り
、
出
版
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
権
力
者
か

ら
あ
ら
ぬ
腹
を
さ
ぐ
ら
れ
た
く
な
い
の
で
削
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

一
番
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
刊
行
物
と
し
て
、
小
説
の
筋
展
開
に
直
接
影
響
の
な
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い
所
を
極
力
削
り
、
で
き
る
だ
け
コ
ン
パ
ク
ト
に
し
た
か
っ
た
為
で
は
な
か
っ
た

か
。
因
み
に
、『
詞
話
本
』
七
十
四
回
に
見
え
る
「
第
一
来
為
圧
驚
」
で
始
ま
る

套
曲
も
、『
崇
禎
本
』『
第
一
奇
書
本
』
で
は
冒
頭
句
の
み
残
し
、
や
は
り
曲
辞
の

全
文
は
削
ら
れ
て
い
る
。
削
れ
る
も
の
は
極
力
削
る
代
り
に
、『
崇
禎
本
』
で
は

二
百
葉
の
挿
図
を
、「
第
一
奇
書
本
」
で
は
張
竹
坡
の
批
評
を
つ
け
、
よ
り
読
み

本
化
が
進
め
ら
れ
、
刊
行
物
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、『
詞
話
本
』
中
の
一
套
曲
に
つ
い
て
の
み
考
察
す
る
と
い
う
、
い
さ

さ
か
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
論
文
に
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
一
応
、『
金
瓶

梅
詞
話
』
七
十
回
に
見
え
る
「
享
富
貴
受
皇
恩
」
と
い
う
套
曲
の
用
い
ら
れ
方
か

ら
、
こ
の
作
者
の
『
金
瓶
梅
』
創
作
時
に
お
け
る
創
作
手
法
の
一
端
を
考
え
て
み

た
。

〔
注
〕
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尚
、
筆
者
に
こ
れ
の
日
本
語
訳
が
あ

る
。「
金
瓶
梅
の
素
材
」（『
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
』
人
文
科
学
篇
第
三
十
五
巻

一
号
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
）『
金
瓶
梅
』
中
の
散
曲
に
つ
い
て
（
長
崎
大
学
国
語
国
文
学
学
会
『
国
語
と
教

育
』
第
二
十
一
号
、
一
九
九
六
年
所
収
）
後
、
拙
著
『
金
瓶
梅
研
究
』（
二
〇
〇

九
年
思
文
閣
出
版
）
頁
133
〜
156
に
所
収
。

３
）『
金
瓶
梅
』
に
お
け
る
諷
刺
｜
西
門
慶
の
官
職
よ
り
見
た
｜
（『
函
館
大
学
論
究
』

第
十
八
輯
、
一
九
八
五
年
。
後
、
拙
著
『
金
瓶
梅
研
究
』（
二
〇
〇
九
年
思
文
閣

出
版
）
頁
292
〜
317
に
所
収
。

４
）本
文
で
は
本
衛
な
ど
と
ぼ
か
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
錦
衣
衛
を
さ
す
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
経
歴
司
と
は
、
衛
の
各
種
文
書
を
管
理
す
る
部
門
の
こ
と
。『
明
史
』

巻
七
十
六
職
官
志
に
、
錦
衣
衛
…
…
洪
武
十
五
年
…
…
設
経
歴
司
、
掌
文
移
出
入
。

と
あ
る
。

５
）注

１
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）原
文
で
は
、「
驟

馬
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
「
雍
煕
楽
府
」
に
よ
っ
た
。

７
）原
文
で
は
、「
貂

鳳
翹
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
鳳
翹
は
婦
人
の
冠
で
、
意
味
が

通
じ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、「
詞
林
摘
艶
」
に
よ
っ
た
。

８
）丹
書
鉄
券
は
、
功
臣
に
賜
り
、
子
孫
永
く
罪
を
免
す
る
証
の
こ
と
。
金
花
の
話
は
、

宋
代
婦
人
を
封
ず
る
に
用
い
た
金
花
紙
に
書
い
た
辞
令
。

９
）飛
熊
兆
は
、
昔
、
周
の
文
王
が
飛
熊
を
夢
に
見
て
、
間
も
な
く
姜
尚
を
得
た
こ
と

か
ら
、
賢
人
を
得
る
兆
の
こ
と
。（「
武
玉
伐

平
話
」）

10
）鼎

は
、
宰
相
の
位
。
陰
陽
は
、
君
臣
の
こ
と
。
廊
廟
と
は
、
政
事
を
執
る
所
の

こ
と
。

11
）寿
域
は
、
仁
寿
の
域
の
意
で
、
よ
く
治
っ
た
世
の
中
の
こ
と
。

12
）

鼓
は
、
ワ
ニ
の
皮
を
張
っ
た
太
鼓
。
檀
槽
は
、
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
木
で
造
っ
た
琵

琶
の
こ
と
。

13
）黄
鐘
は
、
十
二
の
音
律
の
一
。
六リクヨウ
は
、
唐
の
琵
琶
曲
の
名
前
。

14
）管
は
、
斉
の
名
臣
管
仲
、
楽
は
、
燕
の
名
将
楽
毅
の
こ
と
。

15
）原
文
で
は
、「
図
求
謀
多
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
て

改
め
た
。

16
）原
文
で
は
、「
量
才
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
、
こ
こ
は

「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
た
。

17
）原
文
で
は
、「

揉
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
も
「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
て
改
め

た
。

18
）原
文
で
は
、「
趙
事
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
て
改
め

た
。

19
）原
文
で
は
、「
腰
賊
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
て
改
め

た
。

20
）

理
陰
陽
調
元
気
と
は
、
国
を
治
め
る
こ
と
。
尚
、
原
文
で
は
、「
調
児
気
」
に

な
っ
て
い
た
。
こ
こ
も
「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
て
改
め
た
。

21
）原
文
で
は
、「
那
知
」
に
な
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
こ
こ
も
「
宝
剣
記
」
に
よ
っ
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て
改
め
た
。

22
）注

２
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

23
）「
宝
剣
記
」
三
十
三
出
で
は
、
首
句
が
「
四
海
無
家
」
と
な
っ
て
い
て
、
少
し
異

な
る
。

24
）こ
の
せ
り
ふ
は
、
李
開
先
「
宝
剣
記
」
二
十
八
出
に
見
え
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
。「
宝
剣
記
」
の
当
該
箇
所
で
は
、
林
冲
の
妻
に
横
恋
慕
す
る
高
明
の
も
と

に
、
や
は
り
趙
太
医
と
い
う
イ
ン
チ
キ
医
師
が
や
っ
て
来
て
、
こ
れ
は
婦
人
病
だ

と
言
っ
た
り
、
小
児
病
は
て
は
畜
生
病
か
も
し
れ
ぬ
な
ど
と
見
当
違
い
の
見
立
て

を
言
っ
て
恋
わ
ず
ら
い
の
高
明
を
苛
立
た
せ
る
。

25
）事
は
、
胡
忌
「
宋
金
雑
劇
考
」（
一
九
五
七
年
）
双
闘
医
院
本
現
存
疑
頁
八
十

〜
八
十
九
、
田
中
謙
二
「
院
本
考
」（「
日
本
中
国
学
会
報
」）
第
二
十
所
収
及
び

「
田
中
謙
二
著
作
集
」
第
一
巻
頁
五
十
三
〜
九
十
四
）
等
に
見
え
る
。

26
）岡
晴
夫
「
元
雑
劇
做
工
考
」（「
芸
文
研
究
」
第
十
七
号
、
一
九
六
四
年
二
月
所

収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

27
）こ
こ
で
は
、
即
空
観
本
「
西
廂
記
」
に
よ
っ
た
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
教
育
職
員
研
修
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

あ
ら
き

た
け
し

中
国
学
科
）

二
〇
一
三
年
十
一
月
六
日
受
理
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