
「
歌
舞
髄
脳
記
」
序
説

-
　
離
楽
論
に
関
す
る
覚
え
書
き
的
な
ノ
オ
ト
　
-

古

iiiZI
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現
在
'
世
阿
故
の
為
し
遂
げ
た
隠
瀬
上
の
業
績
に
つ
い
て
は
,
あ
ま
り
に
も

詳
細
に
へ
そ
の
芙
学
は
多
-
の
人
々
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
o
美

の
様
式
化
へ
詩
の
立
体
化
に
つ
い
て
の
能
楽
に
関
す
る
評
価
の
動
か
す
べ
か
ら

ざ
る
の
も
、
芸
術
の
人
世
阿
殊
へ
の
賛
歌
に
は
か
な
ら
な
い
。
碇
か
拝
、
中
世

と
い
う
わ
が
閏
に
お
け
る
第
二
の
音
不
期
と
も
目
さ
れ
る
時
期
の
文
化
の
構
造

"
"
'
-
t
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∴
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
言

1

る
。
日
く
'
「
間
玄
」
「
わ
び
」
「
L
を
れ
」
「
さ
び
」
「
附
け
」
と
い
っ
た
芙

‥
　
　
　
、
.
.
・
∵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
∵
∴
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-
'
・
-
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ず
'
平
安
朝
数
百
年
に
わ
た
る
問
に
洗
練
さ
れ
て
き
た
貴
族
趣
味
的
な
恩
櫨
と
・

庶
民
の
中
か
ら
誓
芸
れ
て
き
た
芸
能
と
の
出
会
い
と
,
そ
の
統
一
に
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
平
安
朝
美
の
ゆ
き
つ
い
た
と
こ
ろ
は
「
新
古
今
和
歌
貸
」
に
み
ら
れ

る
、
ほ
と
ん
ど
甥
災
の
体
臭
を
思
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
t
 
a
/
そ
の
も
の
の
た
め

の
美
の
性
界
へ
の
投
入
な
の
で
あ
り
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
名
サ
け
ら
れ
た

思
弁
的
牡
界
が
三
十
一
文
字
に
管
冒
れ
た
時
期
を
,
今
仮
り
に
「
新
古
今
時

代
」
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。
た
だ
へ
こ
の
時
代
が
,
菜
の
純
化
を
計
れ
ば
計
る

.
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苗

代
の
流
れ
に
押
し
流
さ
れ
た
旧
母
旅
の
'
現
実
性
標
の
宗
が
え
L
に
な
っ
た
表

わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
.
平
安
朝
貴
族
の
持
っ
て
い
た
純
情

た
る
生
絹
を
、
芙
1
点
に
賃
的
し
た
当
時
の
藷
B
J
の
は
か
な
い
夢
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
o
 
L
か
し
'
純
粋
な
芸
術
へ
の
道
が
死
極
的
に
至
り
つ
く
と
こ

ろ
は
、
何
か
宗
教
の
匂
い
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
よ
う
だ
。

万
瑠
崇
の
秀
歌
の
多
く
が
'
挽
歌
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
'
そ
れ
を
物
語
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
の
死
に
あ
っ
て
の
悲
し
み
の
成
伝
を
吐
露
す
る
冥
に

'
死
ん
だ
人
間
の
魂
の
鎮
め
の
気
持
ち
が
あ
り
へ
そ
の
気
持
ち
を
抱
く
こ
と
に

っ
て
'
せ
め
て
も
人
の
死
か
ら
受
け
た
シ
m
ソ
ク
を
自
ら
慰
め
る
惑
偶
に
も
は

っ
て
い
る
.
宗
教
と
は
そ
ん
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
思
想
が
芸
術
よ

を
よ
り
雲
的
な
と
こ
ろ
に
運
ん
だ
の
で
あ
り
へ
ま
た
逆
に
芸
術
的
梢
神
の
市
堅

さ
が
'
宗
教
に
近
づ
い
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
「
潮
古
今
時
代
」
と
仮
り

1

・

*
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い

、

.

∵

・

一
両
的
影
響
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
だ
o

-no-



だ
が
、
世
阿
弧
に
は
,
そ
の
宗
警
嘉
術
と
の
木
精
的
な
自
覚
が
ま
だ
な
か

っ
た
o
た
だ
,
伝
統
的
な
芸
の
世
界
へ
の
あ
-
な
き
追
求
と
へ
そ
の
新
し
い
様

式
r
-
;
.

-
∴
心
た
1
'
:
'
-
'
-
」
つ
た
。

ま
ぺ
C

わ
が
国
の
文
学
の
主
流
は
和
歌
で
あ
り
'
正
し
く
歌
道
は
わ
が
国
の
文
化
の

背
骨
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
世
阿
弥
の
伯
楽
も
'
そ
の
和
歌
の
約
台
に
お
け

・
,
1
ノ
・
ト
∴
.
'
,
,
,
,

諭
も
,
詩
の
世
非
の
認
識
と
把
捉
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
.
そ
こ
に
は
菜
の
体

系
づ
け
乃
至
は
具
体
化
と
い
う
道
が
堅
っ
て
お
り
へ
か
れ
の
歩
ん
だ
ほ
と
ん
ど

の
行
程
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
独
自
の
詩
の
世
界
の
砧
立
、
そ
れ
は
和
歌
の
持
つ

抽
象
性
を
可
視
的
に
表
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
し
ろ
'
こ
ん
な
こ
と
が
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詩
が
詩
自
体
の
生
命
へ
す
な
わ
ち
こ
と
ば
の
持
つ

自
主
性
を
得
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
生
き
た
こ
と
ば
で
あ
る
と
と
も

に
,
甥
在
学
さ
て
い
る
舛
活
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
そ
れ
を
よ
り
聖
T
1
1i
に
顛
つ
け
る
た
め
に
は
'
ど
う
し
て
も
S
i
き
た
立
体

的
な
場
を
型
訳
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
.
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
こ
に
「
詩
と
禦
口
と

の
結
び
つ
き
の
思
想
が
必
i
j
g
性
を
開
び
て
く
る
の
で
あ
る
o
世
阿
軟
の
'
一

民
間
芸
能
で
あ
る
能
楽
が
'
芸
術
の
正
道
を
歩
み
出
し
た
と
い
う
の
も
、
初
め

は
庶
民
の
芸
能
で
あ
っ
た
に
し
ろ
へ
新
興
武
士
と
は
い
い
な
が
ら
'
伝
統
の
惹

.
・
∵
い
r
-

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
'
先
に
述
べ
た
よ
う
な
懐
旧
的
な
夢
の
延
長
に

あ
っ
た
に
し
ろ
,
和
歌
と
い
う
甑
党
的
な
も
の
と
'
班
台
と
い
う
視
覚
的
な
も

・
"
"
-
'
*
'
*
!
'
'
'
!
.
サ
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'
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蝣
-
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蝣
-
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-
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j
m
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と
い
う
軌
道
を
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
惟
阿
弧
の
菜
に
な
ら
び
に
能
柴
の
藍

関
と
真
意
を
、
汲
み
耽
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
.
金
春
禅
竹
は
少
く
と

も
,
こ
の
軌
道
を
甲
り
か
に
す
る
箆
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
Q

2

性
阿
弧
の
女
は
と
な
り
'
か
れ
の
遺
訓
を
享
け
、
学
才
、
冥
技
を
如
傭
し
た

名
人
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
禅
竹
の
面
目
は
'
今
へ
か
れ
の
芸
術
論
を
通
し
て
伺

い
知
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
'
能
楽
師
と
し
て
の
曇
日
を
計
り
知
る
こ
と
の
む

づ
か
し
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
そ
れ
で
も
「
歌
舞
髄
脳
記
」
「
六
輪
一
露

之
記
」
「
至
遠
賀
抄
」
な
ど
に
は
卓
越
し
た
禅
竹
の
芸
術
税
の
開
花
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
だ
が
禅
竹
の
惟
代
は
'
能
墳
あ
る
い
は
能
楽
諭
は
す
で
に
世
阿

弥
に
よ
っ
て
一
つ
の
完
成
の
頂
点
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
り
へ
い
わ
ば
そ
の
芸

術
の
全
面
的
な
展
開
を
強
い
ら
れ
て
い
た
帖
期
で
あ
る
と
も
琴
与
ら
れ
る
O

世
阿
弥
の
渠
純
の
芙
学
が
'
次
節
に
哲
学
の
芙
学
に
な
っ
て
ゆ
く
行
堅
禅

竹
の
実
学
の
た
め
の
習
学
-
そ
し
て
そ
の
.
崇
刺
に
琴
冬
り
れ
た
芸
術
と
は
一

体
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
o
か
れ
の
能
整
刑
か
ら
椛
菅
軍
り
れ
る
も
の
は
'
そ
う

し
た
伝
統
と
実
践
的
な
営
み
の
上
に
立
っ
て
い
る
夷
の
'
思
弁
的
な
証
明
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㌫
　
相
思
記
r
'
.
i
-
,
)
)

未
申
楽
家
風
の
遺
者
'
世
上
異
w
の
も
て
あ
そ
び
に
あ
ら
ず
」
心
を
し
れ

ば
浅
に
似
て
挫
く
、
近
き
に
似
て
遠
し
'
其
は
じ
め
を
思
へ
ば
、
和
代
よ
り

起
こ
り
て
仏
在
世
に
う
つ
り
'
人
の
性
に
伝
は
れ
り
。
是
即
ち
神
楽
の
は
じ

め
,
駅
=
"
・
,
:
.
i
-
蝣
j
i
'
Z
z
c
-
h
-
Z
た

と
、
能
楽
の
遊
び
す
さ
び
で
な
い
こ
と
を
説
き
云
高
な
る
宗
教
的
儀
式
の
中

-Ill-



か
ら
等
T
6
れ
た
も
の
だ
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
世
阿
故
の
著

述
の
中
に
も
「
中
瀬
神
代
の
初
な
り
と
云
ふ
は
、
天
照
大
神
,
天
の
岩
戸
に
泊

り
拾
ひ
し
時
'
天
下
常
闇
に
な
り
L
に
八
百
万
の
神
迂
天
香
具
山
に
賃
ま
り
,

い

'

二

∵

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

‥

　

　

I

　

[

'

・

蝣

∴

-

.

1

第
四
和
琴
耳
)
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
'
世
阿
故
の
場
合
に

は
宗
教
性
が
桔
楽
を
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
た
の
で
は
な
い
よ
う
だ
o
そ
の
こ

と
は
、
韻
阿
故
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
も
っ
と
開
拓
に
い
え
る
と
思
わ
れ
る
o

小

、

‥

.

∴

　

　

　

∵

　

'

-

.

'

"

1

-

蝣

.

-

-

蝣

　

・
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つ

た
け
れ
ど
'
呉
慣
'
上
演
に
際
し
て
に
'
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
そ
の
力
点
が

あ
っ
た
よ
う
で
'
「
拘
々
花
と
云
ふ
に
、
万
木
千
草
に
於
い
て
、
E
I
季
折
節
に

咲
く
も
の
な
れ
ば
'
そ
の
時
を
得
て
挙
り
し
き
故
に
翫
ぶ
な
り
。
申
楽
も
,
人

I

:

.

∴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

て
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蝣
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I

蝣
'
&
し
き
と
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
。
」
　
(
風
姿
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
)
と
,

舞
台
の
上
に
実
的
世
界
を
描
く
こ
と
が
、
か
れ
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
,

こ
の
「
花
」
の
背
骨
を
な
す
も
の
が
'
実
は
和
歌
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
情
緒

の
他
界
で
あ
っ
た
の
だ
が
'
「
先
づ
こ
の
道
に
至
ら
ん
と
恩
は
ん
者
は
,
非
遠

を
行
ず
ぺ
か
ら
ず
。
但
し
へ
堅
氾
は
風
月
延
年
の
飾
り
な
れ
ば
'
も
っ
と
も
こ

サ

'

・

'

-
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蝣
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蝣

蝣

1
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蝣
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‥

方
向
を
耽
っ
て
お
り
、
和
歌
の
持
っ
て
い
る
優
艶
高
雅
な
n
J
L
さ
は
,
い
わ
ば

そ
う
し
た
結
果
の
班
台
の
景
物
な
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
な
か
っ
た
で
も

あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
'
優
艶
高
雅
を
目
論
ん
で
は
い
た
は
ず
で
、
和
歌
を
重

ん
ず
る
行
為
が
「
花
」
に
帰
一
し
た
と
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
以

上
の
よ
う
に
'
風
姿
花
伝
物
学
粂
々
の
論
述
に
お
い
て
も
'
す
べ
て
こ
の
美
を

形
成
す
る
実
践
方
法
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
m
冗
成
さ
れ
た
型
の
快
漢
と
い
う
芸
術
を
受
け
継
い
だ
禅
竹
は
,
そ
の
胎

款
の
あ
り
方
に
'
よ
り
新
し
さ
を
加
え
る
方
向
は
と
ら
な
か
っ
た
。
絢
璃
と
し

-
-
.
I
l
l
∴
・
-
*
*
i
-
'
・
.
'
∵
∴
・
.
'
蝣
>
蝣
)

.
・
+
∵
・
=
・
'
・
:
'
"
.
'
・
'

-
.
.
>
J
I
∴
.
・
[

こ
と
は
、
琉
か
に
へ
無
駄
に
近
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
へ
禅
竹
は
こ
こ

に
能
楽
の
裏
が
わ
か
ら
二
つ
の
試
み
を
な
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

か
れ
の
能
楽
諭
書
「
歌
舞
縫
脳
記
」
の
主
調
音
は
'
そ
う
し
た
譜
炭
で
,
わ

が
国
の
芸
術
の
根
尾
を
流
れ
る
.
そ
う
し
て
特
に
能
楽
の
背
骨
に
な
っ
た
伝
統

和
歌
の
世
界
へ
の
再
認
識
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
L
t
の
み
な
ら
ず
,
壮
阿
故
に

お
い
て
は
'
ま
だ
具
体
的
な
表
現
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
宗
教
と
の
結
び
つ
き

の
思
想
が
生
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
‖

そ
れ
つ
ら
つ
ら
是
を
思
ふ
に
'
歌
は
此
通
の
令
な
り
其
身
を
誤
る
こ
と

は
、
皆
前
性
の
戒
体
な
ら
ば
、
黄
道
に
む
ま
る
る
も
の
'
誰
と
て
も
全
く
道

の
外
に
身
心
す
る
事
な
し
。
此
伝
印
を
知
ら
ざ
る
者
'
み
な
天
道
に
背
く
と

見
え
た
り
0
さ
れ
ば
身
は
こ
れ
遺
な
り
へ
道
は
こ
れ
身
也
?
此
神
菜
の
家
風

一
"
‥
・
'
.
.
:
"
蝣
'
蝣
1
・
∴
・
・

な
き
舞
は
墾
詞
な
き
歌
は
頴
な
り
。
然
の
み
な
ら
ず
、
心
に
あ
る
を
志
と

言
∴
∵
'
.
・
蝣
;
-
_
'
.
・
'
(
.
"
蝣
蝣
蝣
蝣
'
-
)

い
さ
さ
か
思
弁
的
す
ぎ
て
飛
臣
の
捺
い
が
な
い
で
も
な
い
こ
と
ば
で
は
あ
る

が
'
そ
れ
だ
け
に
含
蓄
深
い
の
だ
と
も
い
え
よ
う
O
概
要
を
述
べ
て
み
る
と
、

「
こ
の
神
楽
の
遺
-
す
な
わ
ち
陪
楽
-
正
お
い
て
は
歌
道
を
以
っ
て
そ

の
本
質
と
す
る
O
歌
は
す
な
わ
ち
輿
こ
の
歌
と
封
と
は
調
性
の
人
間
と
人
道

と
の
関
係
に
お
け
る
よ
う
に
二
心
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
形
を
と
ら
な
い
封

112
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れ
だ
け
で
な
く
,
心
の
中
に
あ
る
餌
念
を
志
と
い
い
'
そ
の
情
念
が
詞
と
な
っ

て
外
に
表
わ
さ
れ
て
き
た
も
の
が
詩
で
あ
る
o
」
と
0

お
そ
ら
く
は
仏
教
召
聖
の
援
用
で
あ
ろ
う
が
'
能
楽
に
お
け
る
伝
統
和
歌
の

重
要
性
を
、
人
間
世
界
の
条
理
に
お
け
る
と
同
様
な
関
係
で
あ
る
と
見
る
見
方

か
ら
,
根
本
的
な
魂
の
志
向
が
詩
で
あ
る
と
い
う
諭
の
中
に
'
か
れ
の
面
目
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
へ
詩
に
対
し
て
の
こ
の
見
方
は
大
方
の
説
で
あ

る
に
し
て
も
。
更
に

積
れ
是
れ
恩
ふ
に
'
歌
舞
一
心
の
曲
味
な
り
.
比
心
を
さ
と
り
、
比
位
を

∵
　
　
、
v
v
-
.
-
-
 
-
'
'
　
∵
、

に
は
ま
あ
ら
ず
O
古
歌
に
心
を
染
め
よ
と
な
り
'
然
ら
は
詠
曲
し
て
撃
っ
た
ふ

こ
と
無
上
的
玄
の
感
な
ど
か
な
か
ら
ん
。
(
前
掲
)

と
、
す
で
に
和
歌
の
精
神
は
能
楽
の
琴
乙
と
い
う
考
え
方
に
向
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
平
安
朝
の
初
期
か
ら
、
こ
の
頃
ま
で
に
数
百
年
に
亘
っ
て
歌
学
は

行
な
わ
れ
、
歌
論
書
は
あ
ま
た
の
先
達
に
よ
っ
て
容
か
れ
て
い
る
。
和
歌
そ
の

も
の
の
文
学
性
お
よ
び
ス
タ
イ
ル
に
対
す
る
研
究
と
体
系
牡
、
い
ろ
い
ろ
な
角

度
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一

　

　

　

'
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:

　

∵
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∴
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:

-

'
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'
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れ

一

卜

さ
す
が
に
此
道
に
お
い
て
は
骨
肉
駐
脳
に
こ
そ
は
と
党
ゆ
。
(
前
掲
)

か
く
し
て
、
祥
竹
の
悦
楽
諭
は
文
学
論
に
基
調
を
お
い
て
'
世
阿
弥
の
実
践

論
と
は
異
っ
た
角
度
、
す
な
わ
ち
哲
理
的
思
索
的
な
方
向
に
一
歩
進
み
出
し
た

の
で
あ
る
。

4

▲
▼

藤
原
公
任
以
来
'
和
歌
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
三
体
へ
五
体
へ
十
体
な

ど
の
分
校
と
か
へ
体
系
づ
け
を
な
し
て
き
た
が
、
定
家
の
著
と
さ
れ
て
い
る
歌

論
哲
に
「
三
五
記
」
と
い
う
の
が
あ
る
o
和
歌
の
十
体
諭
は
か
れ
の
諭
と
し
て

琴
っ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
「
三
五
記
」
は
惰
冒
ご
あ
る
と
い
う
説
が
強

い
。
と
も
あ
れ
へ
こ
の
歌
論
書
は
こ
の
十
体
諭
を
更
に
三
十
体
と
細
か
く
分
類

し
て
い
る
。

禅
竹
の
「
歌
舞
髄
脳
記
」
は
こ
の
「
三
五
記
」
を
校
本
と
し
た
趣
き
が
'
非

常
に
強
い
。
始
め
の
と
こ
ろ
で
'
か
れ
の
能
楽
諭
が
世
阿
弥
の
そ
れ
と
異
っ
て

い
て
、
和
歌
の
再
認
識
で
あ
る
と
述
べ
た
が
'
そ
れ
は
文
学
そ
の
も
の
と
も
て

の
和
歌
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
'
先
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ

う
に
'
能
楽
の
風
情
を
体
系
づ
け
て
み
る
な
ら
ば
'
和
歌
に
よ
る
の
が
一
番
明

際
な
説
明
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
「
歌
舞
髄
脳
記
」

の
構
成
を
考
え
て
み
る
と
'
よ
り
明
砧
に
'
わ
れ
わ
れ
は
理
解
で
き
る
と
思

う
。
す
な
わ
ち
能
楽
の
曲
目
を
t
 
O
老
体
　
⑦
軍
体
　
㊥
女
体
　
◎
雑
体
に
分

け
、
そ
の
代
表
的
な
名
曲
を
取
り
上
げ
て
'
世
阿
弥
の
「
九
位
次
節
」
に
見
ら

れ
る
分
類
名
(
妙
花
凪
へ
寵
決
花
風
へ
閑
花
風
な
ど
)
を
あ
て
'
そ
れ
に
「
三

五
記
」
の
和
歌
三
十
体
を
結
び
つ
け
て
跡
目
の
説
明
を
し
て
い
る
O
そ
し
て
更

に
「
三
五
記
」
の
例
歌
を
そ
の
ま
ま
借
り
う
け
て
'
「
歌
舞
髄
脳
記
」
の
構
成

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
O
た
と
え
ば
「
三
五
記
」
の
第
一
的
重
体
に
寧
り
れ
て

い
る
歌
に
、

陀
び
泊
れ
ば
・
.
'
て
は
た
同
じ
　
皇
笑
"
-
l
l
,
-
<
'
-
'
.
し
て
-
'
*
-
'
涼
む
-
J
f
'
i
'
C
ェ

(
元
艮
親
王
)

有
明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
別
れ
よ
り
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も
の
は
な
し

(
忠
等
)

と
い
・
r
O
V
i
を
"
蝣
*
-
J
r
!
瀦
　
　
熊
山
蝣
l
r
-
=
に
　
て
る
と
'
「
語
I
t
守
忠
臣
」
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で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
謁
曲
「
忠
毘
」
の
主
人
公
は
、
周
知
の
寿
氷
の
変

の
平
家
の
将
で
あ
り
'
武
人
歌
人
と
し
て
平
安
宮
廷
の
華
や
か
な
生
満
の
果
て

の
死
は
'
そ
れ
が
歌
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
何
か
人
の
魂
を
惹
く
一
脈
の
哀

調
は
、
歌
の
切
々
た
る
恋
情
に
も
繋
る
の
み
な
ら
ず
へ
求
め
て
も
求
め
ら
れ
え

な
い
健
保
に
通
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
学
の
問
重
は
平
安
朝
の
最
高
理
念

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
寝
台
の
上
に
措
く
と
す
れ
ば
'
華
や
か
な
過
去
を
持
つ
こ

の
人
の
死
が
'
正
に
ふ
さ
わ
し
い
と
見
た
よ
う
で
あ
る
.
至
高
な
る
魂
の
在
り

方
は
'
死
に
お
い
て
絶
対
化
す
る
。
そ
し
て
恋
も
ま
た
魂
を
純
化
す
る
。
世
阿

弥
の
「
九
位
次
第
」
の
寵
決
花
風
(
上
三
位
の
中
)
の
曲
「
忠
珪
」
を
'
か
く

文
学
の
的
茸
と
対
比
さ
せ
て
み
る
こ
と
で
'
舞
台
か
ら
見
た
文
学
の
再
認
識
を

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
.
そ
こ
が
世
阿
弥
の
能
楽
諭
と
の
相
違
で
あ
る
と

見
ら
れ
る
。
後
者
の
歌
は
'
認
曲
「
源
三
位
頼
政
」
に
あ
て
て
い
る
O
い
ず
れ

も
武
人
が
主
人
公
で
あ
り
'
引
田
歌
は
恋
歌
で
あ
る
と
い
う
の
も
'
死
の
世
界

と
恋
(
坐
)
の
世
界
と
の
関
係
に
、
何
か
魂
の
ギ
-
辛
-
を
思
わ
せ
て
妙
で
あ

る
。
そ
う
い
う
風
な
禅
竹
の
文
学
親
に
は
舞
台
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
詩
人

的
な
両
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
O
自
ら
が
歌
人
と
し
て
歌
を
詠
ま
な
か

っ
た
か
わ
り
に
'
詩
の
世
昇
を
立
体
化
す
る
方
法
で
'
か
れ
は
詩
人
た
ら
ん
と

し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
お
そ
ら
く
'
そ
の
性
路
が
「
歌
舞
髄
脳
記
」
を
書
か
せ

た
と
も
い
え
よ
う
。L

l-

禅
竹
の
文
学
的
な
感
覚
は
'
「
堕
二
女
体
」
に
お
け
る
解
説
に
お
い
て
,
崇

惜
し
い
開
花
を
み
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
謁
曲
「
遊
屋
」
「
校
風
村

雨
」
は
何
れ
も
寵
決
花
見
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
,
前
者
は
「
春

の
あ
け
ぼ
の
」
の
ご
と
く
'
ま
た
後
者
は
「
秋
の
夕
幕
」
の
ご
と
き
風
情
が
あ

る
と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
伝
統
文
学
の
完
全
な
ま
で
の
消
化
と
'
自
己
の

夢
と
の
一
致
し
た
見
解
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

か
れ
こ
れ
此
二
ノ
体
ぞ
能
の
本
意
無
上
な
る
べ
き
、
朝
に
行
雲
と
な
り
夕

に
は
行
輔
と
な
z
z
-
T
ん
T
l
r
㌣
、
[
浮
・
蝣
'
-
-
C
J
-
也
'
」
T
i
>
;
O
i
i
t
　
　
に
立
t
‥
て
'
心

ざ
し
決
切
の
と
こ
ろ
な
り
へ
惣
じ
て
女
の
粧
お
も
ぎ
る
(
お
も
ぶ
せ
の
誤
り

か
)
に
し
て
た
い
た
い
た
た
ぬ
る
へ
た
え
だ
え
な
り
ぬ
る
の
誤
り
か
)
な
ど

云
へ
ろ
紙
'
茨
び
な
き
殿
中
の
御
趣
を
恩
ひ
両
近
か
に
し
て
し
か
も
懐
し
く

し
て
物
は
か
な
る
と
や
ら
ん
'
春
の
あ
け
ぼ
の
秋
の
夕
ぐ
れ
に
事
つ
き
ぬ
べ

し
(
歌
舞
悶
脳
記
)

-

'

'

-

サ

'

・

　

∴

　

　

、

　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

　

　

∵

甥
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
禅
竹
も
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
才
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の

一
文
に
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
'
莞
辞
琵
句
め
い
た
椋
い
は
あ
る
に
し

て
も
。
た
だ
へ
そ
の
感
受
性
の
笑
鋭
さ
に
は
'
椛
か
に
真
正
面
か
ら
の
伝
統
文

学
へ
の
激
し
い
背
反
が
準
え
る
の
で
あ
る
.
そ
の
感
受
性
が
'
悦
崇
の
糞
尿
を

ぅ
な
が
す
が
ご
と
-
'
粍
多
の
新
し
い
的
駅
を
名
仰
の
上
に
施
し
た
の
で
あ

る
。こ

と
ば
の
陪
だ
け
で
は
な
い
、
詩
の
立
体
化
を
志
し
た
能
禁
は
,
禅
竹
の
文

学
的
態
度
に
よ
っ
て
'
い
っ
そ
う
の
進
展
を
的
賛
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か

し
'
そ
れ
が
隠
楽
を
演
劇
か
ら
遠
ざ
け
た
の
だ
と
も
い
え
る
が
,
よ
く
い
わ
れ

て
い
る
ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
劇
と
は
何
巧
か
が
到
来
す
る
も
の
で
あ
り
,
は
と
は

何
び
と
か
が
到
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
も
、
陪
楽
は

け
っ
し
て
溺
劇
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
甥
在
,
階
類
を

古
典
劇
と
称
し
て
い
る
が
'
何
か
本
質
的
に
演
劇
と
は
異
質
の
も
の
の
あ
る
こ

と
を
'
認
識
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
托
望
K
Q
正
し
い
把
程
へ
の
近
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道
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
'
あ
く
ま
で
も
葉
へ
の
志
向
の
た
め

の
芸
術
形
態
と
し
て
'
か
れ
ら
は
能
楽
を
育
て
た
の
だ
と
い
え
る
。
ク
ロ
ー
デ

ル
の
い
う
「
何
び
と
」
と
は
、
佃
で
あ
る
と
と
も
に
'
普
遍
的
な
人
間
で
あ
っ

た
し
、
何
よ
り
も
拝
借
詩
魂
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
は
'

独
断
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
芯
味
で
も
四
竹
の
こ
の
芯
図
は
'
け
っ
し
て
詩
劇
h
L
狙
っ
て
い
た
の
で

は
な
く
て
'
「
能
楽
」
と
い
う
詩
を
建
設
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
劇
へ
志
向
す
る
よ
り
も
'
む
し
ろ
純
粋
に
詩
へ
の
絶
対
的
把
塩
が
伝

統
文
化
の
継
東
愚
民
で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
和
歌
へ
の
動
き

を
促
す
も
の
と
も
な
り
へ
詩
の
究
極
の
も
の
と
し
て
の
魂
の
所
在
へ
の
認
識
へ

と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
き
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
き
た
が
、
能
楽
に
対
す
る
禅
竹
は
'
和
歌
の
抽
象

的
な
芳
田
気
を
'
舞
台
の
上
へ
可
視
的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
す
方
法
を
と
っ

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
芸
術
の
品
位
と
か
'
そ
の
雰
囲
気
と

か
い
う
も
の
は
'
具
体
的
な
説
明
に
て
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
を
ー
か
れ
は
弁

え
て
い
た
よ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
'
世
阿
氷
の
「
二
曲
三
体
絵
図
」
の
ど
と
き
へ

殴
れ
た
見
厨
の
叙
述
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
'
禅
竹
に
お
い
て
は
'
そ
れ
よ

り
は
む
し
ろ
、
形
而
上
的
な
思
弁
的
世
界
な
り
宗
教
的
な
世
界
に
よ
っ
て
解
明

し
上
う
と
し
て
い
た
。

2
り

文
学
に
よ
っ
て
へ
能
楽
と
い
う
芸
術
の
世
界
を
説
き
明
か
し
て
き
た
禅
竹
だ

が
'
そ
れ
だ
け
で
は
能
楽
芙
諭
の
最
終
的
な
説
明
は
不
充
分
で
あ
っ
た
の
だ
.

そ
こ
に
「
六
輪
一
露
之
記
」
を
起
草
せ
わ
は
な
ら
な
か
っ
た
'
か
れ
の
必
然
的

l

欲
求
が
あ
っ
た
。
そ
の
思
惟
が
'
世
阿
弥
と
は
異
っ
た
能
茎
実
学
を
建
設
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
学
か
ら
宗
教
的
背
理
に
進
ん
で
ゆ
く
行
程
に
'
時
代
的

な
柑
S
'
V
-
^
c
た
に
し
一
C
t
 
f
s
.
,
-
.
.
こ
　
　
　
　
　
的
七
へ
　
小
　
　
的
・
Y
^
'
j
J
L
さ

を
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
歌
舞
琵
脳
記
」
に
つ
い
て
い
っ
て
み
て
も
'
「
功
成
り
名
遂
げ
て
無
上
の

位
に
二
あ
り
。
閑
へ
是
を
掛
け
た
る
位
に
付
て
、
雅
び
閃
か
に
て
妙
な
る
か

た
.
関
ラ
ン
是
は
又
へ
月
日
年
な
ど
の
た
け
行
く
心
か
れ
て
、
荒
れ
た
る
位
也
。

此
二
の
所
を
知
る
べ
し
」
と
「
閑
曲
」
と
「
闘
曲
」
の
区
別
を
説
い
て
い
る
と

こ
ろ
に
も
'
芸
術
に
お
け
る
精
神
的
な
究
明
の
態
度
が
み
ら
れ
よ
う
.

と
も
あ
れ
へ
文
学
と
の
結
び
つ
き
を
志
し
た
禅
竹
の
行
為
は
'
新
し
い
局
面

を
み
せ
て
'
そ
れ
が
い
か
な
る
方
向
に
し
ろ
へ
鷲
良
へ
の
可
能
性
を
蔵
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

「
新
古
今
時
代
」
と
呼
ん
だ
時
期
の
菜
の
ス
タ
イ
ル
が
宗
教
に
近
づ
い
て
ゆ

く
桁
潰
し
を
'
禅
竹
は
企
て
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
芯
図
し
つ
つ
も
'

「
歌
舞
髄
脳
記
」
を
と
お
し
て
見
出
し
え
な
か
っ
た
宗
教
性
へ
よ
り
深
淵
な
芸

術
の
真
相
を
、
禅
竹
は
こ
れ
に
次
ぐ
「
六
鈴
一
露
之
記
」
の
中
で
果
た
そ
う
と

し
た
の
で
あ
る
O
　
い
わ
ば
'
約
m
で
は
あ
る
が
一
脈
の
哀
愁
が
常
に
た
だ
よ
っ

て
い
る
よ
う
な
「
新
古
今
時
代
」
の
実
に
へ
更
に
奥
行
き
を
持
た
せ
へ
　
い
わ
ゆ

る
中
世
美
と
い
う
も
の
を
発
現
さ
せ
る
に
至
っ
た
へ
　
そ
の
ス
タ
ー
-
ラ
イ
ン

が
'
禅
竹
の
「
歌
㍍
弧
脳
記
」
　
「
六
輪
一
揖
之
記
」
を
結
ぶ
眼
で
あ
る
と
思

う
。
俗
に
東
山
文
化
と
呼
ん
で
い
る
時
期
の
葉
の
叩
的
は
'
禅
竹
の
E
E
鈴
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

十
-
;
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>
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f
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こ
の
一
文
は
'
あ
く
ま
で
も
独
断
的
な
一
私
見
で
あ
り
、
「
歌
舞
髄
脱
記
」

の
読
後
感
と
し
て
の
報
告
日
に
す
ぎ
な
い
o
た
だ
'
私
は
'
こ
の
禅
竹
の
悦
楽

論
の
中
に
'
伝
統
文
化
を
支
え
る
方
法
論
が
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
う
。
そ

れ
が
文
学
で
あ
ろ
う
が
何
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
の
忠
男
体
系
を
背
骨
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
禅
竹
の
両
日
を
見
た
思
い
が
す
る
の

で
あ
る
o
か
れ
の
意
図
は
'
詩
と
宗
教
と
哲
理
に
よ
っ
て
、
能
楽
の
発
展
を
狙

っ
て
い
た
。
そ
の
的
に
、
か
れ
の
射
た
矢
は
、
正
し
く
的
中
し
て
い
た
の
だ
。

「
六
輸
一
露
之
記
」
と
い
う
第
二
の
矢
は
更
に
t
よ
り
大
き
い
戦
果
を
あ
げ
た

誠
g
J
U
U

世
阿
弥
か
ら
禅
竹
へ
'
賎
本
も
の
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
へ
能
楽
の

本
質
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
中
世
美
学
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
'
明
ら
か
な

姿
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
対
す
る
大
方
の
御
叱
正
を
乞
う
。

(
こ
れ
は
数
年
前
執
第
の
旧
稿
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
ま
す
o
)

(
川
崎
高
等
学
校
教
諭
)
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