
「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

－
〈
汎
愛
・
好
色
〉
篇
－

諸
　
田
　
龍
　
美

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
前
稿
「
中
国
に
お
け
る
「
多
情
」
文
学
の
展
開
1
「
長
恨
歌
」
を
視
座
と
し
て
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
長
恨
歌
」
の
「
天
長
地
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ん
め
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

時
有
り
て
尽
く
る
も
／
此
の
恨
み
　
背
甲
と
し
て
絶
ゆ
る
期
無
か
ら
ん
」
と
い
う
結
句
は
、
申
唐
期
の
〈
専
愛
へ
の
憧
憬
〉
を
象
徴
す
る

表
現
で
あ
っ
た
。
一
方
、
そ
の
冒
頭
句
「
漢
皇
　
色
を
重
ん
じ
　
傾
国
を
思
ふ
／
御
宇
多
年
　
求
む
れ
ど
も
得
ず
」
は
、
「
漢
訳
1
1
玄
宗
」

の
く
汎
愛
的
多
情
性
〉
す
な
わ
ち
〈
好
色
性
〉
を
、
象
徴
す
る
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
〈
好
色
性
〉
に
着
目
す
れ
ば
、
前
犯
で
詳

述
し
た
〈
専
愛
（
的
多
情
）
へ
の
憧
憬
〉
と
は
異
質
な
、
中
国
恋
情
文
学
の
、
別
流
に
お
け
る
展
開
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
唐
代
の
好
色
文
学

　
　
　
（
2
）

　
以
前
拙
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
則
天
武
粗
面
の
文
人
・
張
驚
の
手
に
な
る
『
遊
仙
窟
』
は
、
「
長
恨
歌
」
冒
頭
に
お
け
る
「
色
を
重

ん
ず
る
漢
皇
」
の
形
象
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
該
作
は
ま
た
、
唐
言
の
好
色
文
学
を
代
表
す
る
作
品
で
も
あ
っ

八
七



た
。

な
か
で
も
、
主
人
公
・
張
文
成
が
崔
十
娘
と
結
ば
れ
る
箇
所
で
は
、

然
後
自
與
十
娘
施
綾
岐

解
羅
裾

脱
紅
杉

去
緑
犠

花
容
満
眼

香
風
裂
鼻

心
去
無
人
制

情
來
不
自
禁

播
手
紅
揮

交
脚
翠
被

爾
唇
封
口

一
腎
支
頭

拍
搦
弥
房
間

摩
撃
脾
子
上

一
噛
一
快
意

一
勒
一
傷
心

　
　
　
　
　
　
　
　
り
ょ
う
ひ
　
　
　
ぬ

然
る
後
に
自
ら
十
三
と
綾
被
を
施
ぎ

羅
裾
を
解
き

紅
杉
を
脱
ぎ

　
べ
つ

緑
鞍
（
く
つ
下
）
を
去
る

花
容
　
眼
に
満
ち

香
風
　
鼻
を
裂
く

心
去
っ
て
　
人
の
制
す
る
無
く

情
来
っ
て
　
自
ら
禁
ぜ
ず

　
　
　
こ
ん

手
を
紅
揮
に
挿
み

脚
を
翠
被
に
交
へ

　
　
　
　
　
こ
た

両
唇
　
口
に
対
へ

い
っ
ぴ一

腎
　
頭
を
支
へ
て

だ
い
ば
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ

祢
房
の
聞
を
拍
ち
搦
へ

も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
さ

脾
子
の
上
を
摩
回
す

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

一
た
び
噛
め
ば
　
一
に
意
に
映
く

　
　
　
い
だ

一
た
び
勒
け
ば
　
一
に
心
に
傷
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

男
女
の
性
愛
が
大
胆
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。



鼻
裏
擾
疵

心
中
結
練

少
時
眼
花
耳
熱

脈
脹
筋
紆

始
知
難
逢
難
見

可
貴
可
重

俄
頃
中
間

敷
廻
相
接

　
　
　
し
ゅ
ん
せ
い

鼻
の
裏
痩
疲
た
り

　
　
　
　
け
つ
れ
う

心
の
中
　
結
練
す

　
　
　
　
　
　
か
す

少
時
に
し
て
眼
花
み
耳
熱
し

　
の
　
　
　
　
　
ゆ
る

脈
脹
び
筋
紆
む

始
め
て
逢
ひ
難
く
見
難
く

貴
ぶ
べ
く
重
ん
ず
べ
き
を
知
り

し
ば
ら
く
　
　
あ
い
だ

俄
頃
の
中
間
に

あ
ま
た
た
び

数
廻
相
接
す

　
こ
う
し
た
性
愛
の
赤
裸
々
な
描
写
は
、
中
国
士
大
夫
の
公
的
な
儒
教
倫
理
か
ら
は
、
到
底
容
認
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

『
遊
仙
窟
』
は
、
一
つ
に
は
、
そ
う
し
た
淫
書
と
し
て
否
定
さ
れ
た
が
た
め
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
や
が
て
散
供
し
、
忘
れ
去
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
次
に
挙
げ
た
「
鴬
鴬
伝
」
後
半
に
引
く
、
元
積
の
「
続
会
真
上
三
十
韻
」
を
見
れ
ば
、
中

唐
士
大
夫
の
私
的
な
場
に
お
い
て
は
、
『
遊
仙
窟
』
的
な
好
色
文
学
が
、
脈
々
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
出
生
と

崔
鴬
鴬
が
結
ば
れ
る
場
面
を
、
元
棋
は
こ
う
描
写
す
る
。

韓
面
流
花
雪

登
躰
抱
綺
叢

鴛
鳶
交
三
舞

面
を
転
じ
て
は
花
雪
を
流
し

し
ゃ
セ
つ

躰
に
登
り
て
は
綺
叢
を
抱
く

　
　
　
く
び

鴛
喬
　
頚
を
交
へ
て
舞
ひ

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

八
九



九
〇

輩
翠
合
激
籠

眉
黛
差
偏
聚

唇
朱
暖
更
融

氣
清
蘭
蕊
酸

膚
潤
玉
肌
豊

力
無
傭
移
腕

多
嬌
愛
敷
躬

汗
流
珠
鮎
貼

髪
齪
緑
葱
葱

方
喜
千
年
會

俄
聞
五
夜
窮

非
刑
翠
　
歓
を
合
は
せ
て
籠
る

　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ

眉
黛
　
差
ぢ
て
偏
に
聚
ま
り

唇
朱
　
暖
か
に
し
て
更
に
融
く

　
　
　
　
　
　
　
か
ん
ば

気
清
く
し
て
蘭
蕊
酸
し
く

膚
潤
ひ
て
玉
肌
曲
豆
か
な
り

力
無
く
し
て
腕
を
移
す
に
傭
く

　
　
　
　
　
み
　
　
　
を
さ

嬌
多
く
し
て
躬
を
敏
む
る
を
愛
す

汗
流
れ
て
珠
点
点

髪
乱
れ
て
緑
葱
葱

方
に
喜
ぶ
　
千
年
の
会

に
は
か

俄
に
聞
く
　
五
夜
の
窮
ま
る
を

　
こ
う
し
た
性
愛
の
描
写
は
、
お
そ
ら
く
元
三
の
個
人
的
な
体
験
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
ま

た
、
『
遊
仙
窟
』
的
な
性
愛
描
写
が
、
伝
統
的
表
現
法
と
し
て
、
文
体
の
相
違
を
越
え
て
隠
然
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
資
料
で
も
あ
る
。
翻
っ
て
「
長
恨
歌
」
前
半
部
を
顧
み
れ
ば
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
、
華
清
宮
に
お
い
て
初
め
て
結
ば
れ
る
場
面
は
、
次

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。

春
寒
賜
浴
華
清
池
　
　
春
寒
く
し
て
浴
を
賜
ふ
　
華
清
の
池



温
泉
水
滑
洗
凝
脂

侍
児
扶
起
嬌
無
力

始
是
新
承
恩
澤
時

雲
髪
花
顔
金
歩
揺

芙
蓉
帳
暖
度
春
宵

春
宵
苦
短
日
高
起

從
此
君
王
不
早
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
そ

温
泉
　
水
滑
ら
か
に
し
て
凝
脂
に
洗
ぐ

侍
児
　
扶
け
起
せ
ど
　
嬌
と
し
て
力
無
く

始
め
て
是
れ
新
た
に
恩
沢
を
承
く
る
の
時

雲
髪
　
花
顔
　
金
歩
揺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た

芙
蓉
の
帳
暖
か
に
し
て
春
宵
を
度
る

春
宵
　
苦
だ
短
く
　
日
高
く
し
て
起
く

此
れ
よ
り
君
王
早
朝
せ
ず

先
に
挙
げ
た
『
遊
仙
窟
』
や
「
鴬
鴬
伝
」
と
比
べ
れ
ば
抑
制
さ
れ
た
筆
致
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
艶
冶
な
表
現
は
、
や
は
り
白
居
易

の
資
質
や
体
験
と
、
能
代
好
色
文
学
の
伝
統
と
が
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
て
ん
ち
い
ん
よ
う
こ
う
か
ん
だ
い
ら
く
ふ

　
三
　
天
地
陰
陽
交
歓
大
楽
賦

　
白
居
易
の
弟
・
白
行
管
の
撰
と
さ
れ
る
「
天
地
陰
陽
交
歓
大
楽
賦
」
は
、
中
唐
期
の
好
色
文
学
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。
該
作
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
男
女
の
性
愛
を
大
胆
に
肯
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
よ
く

　
　
い
っ
た
い
生
命
は
人
間
の
根
本
で
あ
り
、
嗜
欲
は
人
間
の
愛
好
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
命
の
根
本
を
保
存
し
、
人
間
の
愛
好
す
る
も

　
　
の
を
求
め
る
の
は
、
衣
食
を
満
足
さ
せ
る
よ
り
大
き
い
も
の
は
な
く
、
学
説
を
き
わ
め
る
よ
り
深
い
も
の
は
な
い
。
夫
婦
の
道
を
き

　
「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



九
二

わ
め
、
男
女
の
情
を
や
わ
ら
げ
る
ば
あ
い
、
そ
の
情
の
表
れ
る
も
の
、
交
接
よ
り
深
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
他
の
官
職
や
名
誉
な
ど

は
、
人
間
の
情
欲
の
中
で
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
夫
性
命
者
人
之
本
、
嗜
欲
者
人
之
利
。
本
存
利
資
、
莫
甚
乎
衣
食
既
足
、
錦
茸
乎
歓
娯
至
精
。
極
乎
夫
婦
之
道
、
合
男
女
之
情
、

情
所
知
、
莫
甚
交
接
。
【
交
接
者
、
夫
婦
行
陰
陽
之
道
。
】
唐
絵
官
爵
功
名
、
宴
人
情
之
衰
也
。
…
…
）
※
【
］
内
は
、
原
注
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
鴬
鴬
伝
」
の
張
生
は
、
作
品
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
朋
友
か
ら
、
二
十
三
歳
に
し
て
未
だ
「
女
色
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

を
知
ら
ぬ
こ
と
を
か
ら
か
わ
れ
、
憤
然
と
し
て
「
余
は
真
の
好
色
者
」
だ
と
開
き
直
っ
て
み
せ
た
。
こ
う
し
た
宴
席
に
お
け
る
朋
友
問
の

好
色
を
め
ぐ
る
あ
け
す
け
な
論
議
や
、
そ
の
こ
と
が
象
徴
す
る
、
当
時
の
好
色
的
気
風
の
背
後
に
は
、
「
大
楽
賦
」
に
表
明
さ
れ
た
よ
う

な
、
同
時
代
の
性
愛
を
肯
定
す
る
価
値
観
が
、
大
き
な
支
え
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
奇
病
の
好
色
文
学
を
考
察
す
る
際
に
興
味
深
い
点
は
、
そ
の
代
表
作
と
も
言
う
べ
き
『
遊
仙
窟
』
と
「
大
楽
賦
」
と
が
、
共
に

政
治
権
力
の
中
心
地
で
あ
っ
た
都
の
長
安
か
ら
は
、
遠
く
離
れ
た
辺
境
の
地
に
お
い
て
、
保
存
も
し
く
は
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
白
行
金
の
「
大
楽
賦
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
探
検
家
ペ
リ
オ
に
よ
っ
て
西
の
辺
境
・
敦
焼
（
莫
信
号
・
一
九
〇
八
年
）
か
ら
発
見
さ

れ
た
作
品
で
あ
り
、
『
遊
仙
窟
』
は
、
東
の
辺
境
・
日
本
に
お
い
て
珍
重
さ
れ
、
中
国
で
は
却
っ
て
散
供
し
て
し
ま
っ
た
侠
罫
書
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
恐
ら
く
一
当
時
の
書
籍
が
、
部
数
の
少
な
い
写
本
で
あ
っ
た
と
い
う
基
本
的
要
因
と
と
も
に
l
I
王
権
1
1
儒
教
倫
理
の
制
約

が
、
辺
境
に
な
る
に
つ
れ
て
緩
和
さ
れ
る
、
と
い
う
要
因
か
ら
生
じ
た
現
象
で
も
あ
ろ
う
。
権
威
の
中
心
で
あ
る
都
を
遠
く
離
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
儒
教
倫
理
の
圧
迫
が
弱
ま
り
、
他
の
地
で
は
潜
在
も
し
く
は
散
供
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
好
色
文
学
が
、
辺
境
に
お
い
て
は
、

比
較
的
抵
抗
無
く
享
受
さ
れ
保
存
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
中
心
（
帝
都
）
に
近
づ
く
ほ
ど
、
儒
教
の
抑
圧
は
強
ま
り
、

好
色
文
学
は
潜
在
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
都
・
長
安
に
暮
ら
す
士
大
夫
が
、
好
色
文
学
と
無
縁



で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
彼
ら
は
、
妓
席
な
ど
の
私
的
な
遊
宴
の
場
に
お
い
て
は
、
艶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

詩
な
ど
好
色
性
の
色
濃
い
文
学
を
愛
好
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
隠
私
の
局
面
に
お
い
て
は
、
『
遊
仙
窟
』
や
、
さ
ら

に
は
「
大
楽
賦
」
の
よ
う
な
大
胆
な
性
愛
文
学
を
愛
読
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
「
鴬
鴬
伝
」
や
「
長
恨
歌
」
に
お
け
る
艶
冶
な
性
愛
の

描
写
は
、
‘
そ
う
し
た
中
唐
の
好
色
的
気
風
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
享
受
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
飯
田
吉
郎
氏
が

「
大
楽
賦
」
に
お
い
て
「
形
式
・
内
容
が
最
も
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
評
さ
れ
た
第
四
段
を
、
氏
の
解
説
か
ら
引
用
し
て
み
た

い
。

或
高
縷
月
夜

或
閑
窓
早
暮

護
素
女
之
経

看
隙
側
之
鋪
「

立
郵
圓
施

椅
枕
横
布

美
人
乃
脱
羅
裾

解
繍
袴

頬
似
花
團

腰
如
束
素

情
宛
韓
以
潜
紆

或
い
は
高
楼
の
月
夜

　
　
　
　
　
　
そ
う
ぼ

或
い
は
閑
窓
の
早
暮

そ
じ
ょ
　
　
き
ょ
う

素
女
の
経
を
読
み

お
そ
く
　
　
ほ

隠
側
の
鋪
を
看

つ
い
た
て
　
　
　
　
　
　
ま
わ
り

郵
を
立
て
て
円
に
施
し

　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

枕
に
筒
り
て
横
に
布
す

　
　
す
な
わ
　
　
ら
く
ん

美
人
乃
ち
羅
裾
を
脱
ぎ

し
ゆ
う
こ

繍
袴
を
解
く

　
　
　
　
　
ご
と

頬
は
花
団
の
似
く

　
　
そ
く
そ

腰
は
東
素
の
如
し

　
　
え
ん
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
　
　
　
　
の

情
　
宛
転
と
し
て
以
て
潜
か
に
督
び

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

九
三



九
四

眼
低
迷
而
下
顧

初
遍
艦
而
拍
搦

後
從
頭
而
渤
擁

或
撚
脚
而
過
肩

或
宣
裾
而
至
肚

然
更
鳴
口
嘲
舌

穆
働
高
撞

　
　
　
　
　
　
　
か
え
り

眼
　
低
迷
し
て
下
を
顧
み
る

　
　
　
　
と
お
　
　
　
　
　
さ
　
す

初
め
体
を
遍
七
て
拍
搦
り

　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

後
に
頭
従
り
し
て
渤
擦
で

　
　
　
あ
し
　
　
　
か
か

或
い
は
脚
を
撤
げ
て
肩
を
過
ぎ

　
　
　
く
ん
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
は
ら

或
い
は
裾
を
宣
げ
て
肚
に
至
る

　
　
　
　
　
　
ね
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
す

然
ら
ば
更
に
口
を
鳴
り
舌
を
晩
い

つ
よ
く
な
　
　
　
　
　
　
も
た

修
勘
で
高
く
擾
ぐ

　
こ
れ
は
新
婚
夫
婦
の
交
接
の
場
面
を
描
写
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
が
、
先
に
引
用
し
た
『
遊
仙
窟
』
の
性
愛
描
写
と
極
め
て

相
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
読
し
て
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
飯
田
氏
は
こ
の
段
の
表
現
に
は
、
『
玄
女
経
』
『
洞
玄
子
』
『
交
接
経
』

『
合
陰
陽
』
な
ど
「
聖
代
に
流
行
し
た
房
中
術
書
の
中
の
言
葉
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
。

と
も
か
く
白
行
簡
の
『
賦
』
は
、
過
去
の
文
学
が
対
象
と
し
な
か
っ
た
人
間
の
性
の
い
と
な
み
を
、
艶
麗
な
言
葉
と
豊
富
な
語
彙
を

駆
使
し
て
、
大
胆
に
ま
た
精
密
に
表
現
し
た
文
章
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
表
現
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
伝
統
的
な
詩
語
の

中
に
、
聖
代
の
知
識
人
が
共
有
し
た
で
あ
ろ
う
房
中
術
書
か
ら
の
言
葉
や
語
彙
を
選
択
し
て
、
融
合
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
表
現
に
新
し
い
現
実
感
を
与
え
た
か
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
賦
』
に
見
ら
れ
る
性
表
現
は
、
『
肉



蒲
団
』
を
は
じ
め
明
代
の
艶
情
小
説
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
…
…
。

（
一

齠
�
ﾅ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
う
し
た
房
中
術
と
の
関
連
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
古
代
好
色
文
学
の
根
底
に
は
、
当
時
の
士
大
夫
の
生
命
観
が
潜
在
し
て
い
（
る

場
合
も
あ
っ
）
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
男
女
の
交
接
は
、
生
命
の
根
源
に
発
す
る
営
為
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
「
大
楽
賦
」

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
正
名
が
「
天
地
陰
陽
交
歓
大
楽
賦
」
で
あ
る
点
に
す
で
に
顕
著
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
前
掲
し
た
「
賦
」
冒
頭
の
一
文
に
お
い
て
、

「
男
女
の
情
（
交
接
）
」
を
、
「
人
間
の
根
本
」
で
あ
る
「
生
命
（
原
文
は
、
性
命
）
」
に
直
結
す
る
営
為
と
し
て
規
定
し
た
言
説
に
も
明

　
　
　
　
（
6
）

ら
か
で
あ
る
。
「
性
」
を
「
生
」
と
不
可
分
な
営
為
と
捉
え
る
認
識
は
、
例
え
ば
、
白
居
易
「
李
夫
人
」
の
「
人
は
木
石
に
非
ず
　
皆

へ情
有
り
」
と
い
う
表
現
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
表
現
の
背
後
に
は
、
人
は
　
　
主
眼
は
〈
男
〉
に
あ
る

が
　
　
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
誰
し
も
（
尤
物
と
の
）
性
愛
へ
の
誘
惑
か
ら
免
れ
得
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
、
伏
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
「
李
夫
人
」
は
そ
の
直
後
に
、
「
如
か
ず
傾
城
の
色
に
遇
は
ざ
ら
ん
に
は
」
と
の
“
戒
め
”
を
付
し
て
、
色
情
（
好

色
）
の
抑
圧
へ
と
転
じ
る
の
で
あ
る
が
、
「
大
楽
賦
」
の
場
合
は
、
逆
に
、
色
情
の
大
胆
な
解
放
を
肯
定
し
、
そ
こ
に
「
性
1
1
生
の
歓
び
」

を
見
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
性
愛
の
肯
定
は
、
お
そ
ら
く
容
易
に
漁
色
的
行
為
の
肯
定
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
代
好
色
文
学

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
、
い
わ
ば
最
も
俗
な
る
部
分
に
お
い
て
支
え
た
認
識
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
い
て
、
先
に
述
べ
た
諸
作
品
を
「
俗
」
か
ら
「
雅
」
へ
、
と
い
う
順
に
並
べ
て
み
る
と
す
れ
ば
、
「
大
楽
賦
」

↓
『
遊
仙
窟
』
↓
「
鴬
鴬
伝
」
一
「
長
恨
歌
」
の
順
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
こ
う
し
た
雅
俗
の
位
置
づ
け
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
「
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
」
や
「
享
受
さ
れ
る
場
」
、
「
想
定
さ
れ
る
享
受
者
」
等
の
相
違
に
も
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
要
因
が
想
定
可
能
だ
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
既
に
、
唐
土
の
士
大
夫
社
会
に
お
い
て
「
雅
俗
」
の
相
違
が
、
「
公
私
」
の
場
の
区

別
（
T
P
O
）
に
応
じ
る
か
た
ち
で
、
重
層
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
は
、
し
ば

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

九
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
ば
俗
で
あ
る
こ
と
を
非
難
さ
れ
る
の
だ
が
、
唐
代
好
色
文
学
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
評
価
し
た
場
合
に
は
、
却
っ
て
、
最
も
雅
の
側
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

接
し
た
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
長
恨
歌
」
は
、
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
俗
な
、
当
時
の
好
色

文
学
に
根
を
下
ろ
し
、
そ
こ
か
ら
滋
養
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
く
も
艶
麗
な
作
品
と
し
て
結
実
し
た
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ

る
。　

「
歌
」
冒
頭
の
「
漢
皇
　
色
を
重
ん
じ
　
傾
国
を
思
ふ
／
御
宇
多
年
　
求
む
れ
ど
も
得
ず
」
と
い
う
詩
句
は
、
「
愚
輩
1
1
玄
宗
」
の
く
好

色
性
団
汎
愛
的
多
情
性
〉
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
無
論
、
白
居
易
の
個
人
的
な
資
質
や
体
験
が
、
重
要
な
素
因
と
し
て

介
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
た
一
方
で
、
そ
れ
は
、
唐
革
士
大
夫
社
会
の
最
も
「
俗
な
る
場
」
に
潜
在
し
た
「
好
色
を
肯
定

す
る
気
風
・
価
値
観
」
を
基
盤
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
獲
得
し
得
た
表
現
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
中
唐
以
降
の
好
色
文
学

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
唐
代
社
会
の
基
底
、
即
ち
「
俗
な
る
場
」
に
存
し
た
好
色
的
気
風
は
、
究
極
的
に
は
人
間
の

「
生
命
」
に
発
源
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
生
命
」
と
は
、
中
国
伝
統
思
想
に
則
し
て
い
え
ば
、
万
物
の
根
源
た
る
「
（
元
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

気
」
と
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
精
神
分
析
の
用
語
で
い
え
ば
「
リ
ビ
ド
ー
ま
乙
。
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
史
の
内
に
、
好
色
的
文
学
や
気
風
の
源
泉
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
原
理
的
に
は
、
『
詩
経
』
や
（
文
字
以
前

の
）
民
歌
・
歌
謡
に
ま
で
も
遡
り
、
や
が
て
は
「
文
学
」
そ
の
も
の
か
ら
も
逸
脱
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
好
色
的
気
風
」
は
、
本
質
的
に
は
人
間
の
生
理
を
基
盤
と
す
る
だ
け
に
、
そ
の
根
は
極
め
て
深
く
、
表
層
の
現
象
と
し
て
は
時
代
ご
と

に
相
貌
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
根
源
は
、
歴
史
の
変
遷
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
つ
の
時
代
に
も
潜
在
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で



あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
う
し
た
、
歴
史
を
越
え
た
不
易
に
も
眼
を
配
り
な
が
ら
、
一
方
で
、
恋
情
を
め
ぐ
る
文
学
史
の
流
行
を
考
察
し
た
場
合
、
「
才
子
佳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

人
式
の
恋
愛
」
が
誕
生
し
た
と
い
う
点
で
、
唐
代
が
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
則
天
武
后
期
に
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
『
遊
仙
窟
』
は
、
唐
代
に
お
け
る
「
才
子
佳
人
式
恋
愛
」
の
、
最
も
早
期
の
代
表
作
で
あ
っ
て
、
続
く
中
唐
の
「
記
号
伝
」
や
「
長
恨

歌
」
は
、
そ
の
後
継
作
と
も
見
な
し
得
る
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
作
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
艶
冶
な
性
愛
の
描
写
が
挿
入
さ
れ

て
い
た
。
基
本
的
な
疑
問
で
は
あ
る
が
、
男
女
の
、
一
対
一
の
専
愛
を
描
い
た
作
品
の
中
に
、
こ
う
し
た
「
性
愛
の
描
写
」
が
挿
入
さ
れ

る
の
は
、
一
体
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
そ
う
し
た
描
写
が
、
作
品
享
受
者
の
好
色
趣
味
や
本
能
（
情
欲
）
に
訴
え
か
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

強
い
興
奮
を
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
、
人
間
の
不
易
を
ふ
ま
え
た
、
作
品
制
作
上
の
論
理
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
〈
専
愛
へ
の
憧
憬
〉
を

主
旋
律
と
す
る
作
品
中
に
、
好
色
性
の
色
濃
い
性
愛
の
描
写
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
（
享
受
者
）
は
官
能
的
な
刺
激
を
覚
え
、

結
果
と
し
て
、
作
品
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
手
法
は
、
中
唐
以
降
に
恋
愛
文
学
の
主
流
と
な
っ

た
才
子
佳
人
式
物
語
に
も
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
認
め
た
い
。
例
え
ば
、
元
・
王
実
甫
の
『
西
廟
記
』
（
第
四
本
・
草
橋
店
謀
士
鴬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
。
）

雑
劇
）
で
は
、
男
女
の
主
人
公
が
結
ば
れ
る
場
面
を
、
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

【
元
和
令
】

繍
鮭
児
剛
半
折

柳
腰
児
魑
一
搦

差
答
答
不
肯
把
頭
擾

ロ
ハ
將
鴛
枕
握

ぬ
　
い
　
　
　
　
　
く
つ

刺
誘
せ
し
鮭
は
五
寸
に
み
た
ず

柳
の
腰
は
ひ
と
つ
か
み

は
じ
ら
い
含
み
　
お
も
て
え
あ
げ
ず

お
　
し

鴛
鴛
の
枕
に
よ
り
か
か
る

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

九
七



雲
髪
彷
彿
金
叙

偏
宜
髪
髪
児
歪

【
上
馬
嬌
】

我
將
這
鉦
如
見
懸

把
縷
帯
見
解

蘭
盛
散
幽
齋

不
良
會
把
人
禁
害

胎
、
焦
不
肯
回
過
瞼
児
來

【
墜
胡
藍
】

我
這
裏
軟
玉
温
香
抱
満
懐

冴
、
玩
肇
至
天
吉
室
、

春
至
人
間
花
弄
色

將
柳
腰
款
梶

花
心
輕
折

露
滴
牡
丹
開

　
　
　
か
ざ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ぜ
い

こ
が
ね
の
叙
　
落
ち
な
ん
風
情

た
ぶ
さ
の
ゆ
が
み
　
え
も
い
え
ず

わ
れ
は
手
ず
か
ら
ボ
タ
ン
を
ゆ
る
め

絹
の
し
ご
き
を
ほ
ど
き
や
れ
ば

へ
や
に
散
り
み
つ
　
蘭
癖
の
香
り

え
え
気
の
き
か
ぬ
ひ
と

わ
れ
を
て
こ
ず
ら
せ
て

な
ぜ
振
り
む
け
見
せ
ぬ
　
い
と
し
き
か
ん
ば
せ

玉
の
か
ら
だ
　
わ
が
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り

　
　
げ
ん
ち
ょ
う

や
や
つ
院
肇
は
至
る
天
台
の
山

人
の
世
に
春
お
と
ず
れ
て

花
は
い
ま
し
色
を
誇
る

柳
の
腰
を
ゆ
る
や
か
に
ふ
り

花
の
し
べ
を
そ
っ
と
開
け
ば

露
し
た
た
り
て
　
牡
丹
は
な
咲
く

九
八



【
玄
篇
】

但
蕪
着
些
児
麻
上
來

魚
水
得
和
譜

徽
蕊
嬌
香
蝶
恣
採

半
推
半
就

又
驚
又
愛

檀
ロ
橿
香
臆

う
る
お
い
あ
れ
ば
　
し
び
れ
が
は
し
る

い
ま
や
か
な
え
り
　
魚
水
の
む
つ
み

や
わ
　
　
し
べ

轍
き
蕊
は
あ
え
か
に
香
り

い
ま
し
蝶
の
戯
る
が
ま
ま

半
ば
い
な
み
　
半
ば
し
た
が
い

か
つ
は
お
び
え
か
つ
は
よ
ろ
こ
ぶ

あ
か檀

き
唇
そ
っ
と
お
し
あ
っ

か
ぐ
わ
し
き
頬
の
あ
（
た
り
）

　
こ
う
し
た
大
胆
な
性
愛
の
描
写
は
、
先
養
し
た
唐
代
好
色
文
学
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
才
子
佳
人
式
の
恋

愛
は
、
注
（
！
）
の
心
々
で
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
〈
専
愛
へ
の
憧
憬
〉
を
基
軸
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
屡
々
こ
う
し
た
性
愛
の
描
写
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
仮
に
そ
う
し
た
要
素
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
殊
更
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
し
た
場
合
に
は
、
容
易
に
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
契
機
を
孕
ん
で
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況

に
お
い
て
、
儒
教
倫
理
と
い
う
抑
圧
が
何
ら
か
の
原
因
で
無
視
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
希
薄
化
し
、
力
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
そ
う
し
た

潜
在
的
可
能
性
が
現
実
の
も
の
と
し
て
開
花
し
、
好
色
的
気
風
が
世
を
覆
う
こ
と
す
ら
、
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
明
の
『
如
意
君
伝
』
『
痴

勢
子
伝
』
『
金
瓶
梅
』
、
清
の
『
杏
天
花
』
・
『
肉
蒲
団
』
な
ど
、
肉
体
的
快
楽
の
追
求
を
テ
ー
マ
と
し
た
淫
詞
小
説
が
陸
続
と
生
み
出
さ
れ

た
明
清
の
時
代
こ
そ
は
、
正
し
く
そ
う
し
た
好
色
的
気
風
が
↓
世
を
風
靡
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
『
西
廟
記
』
な
ど
才
子
佳
人
式
の
恋

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

九
九



○
○

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

愛
に
お
い
て
は
、
結
婚
が
一
つ
の
理
想
と
し
℃
据
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
一
夫
一
婦
と
い
う
儒
教
的
な
倫
理
の
枠
内
に
収
ま
る
形
で
団
円
を

迎
え
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
明
清
に
氾
濫
し
た
淫
詞
小
説
に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
、
多
く
の
異
性
と
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
男
女

　
ヘ
　
　
　
へ

の
漁
色
、
す
な
わ
ち
〈
汎
愛
的
多
情
性
〉
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
蓑
枚
の
好
色
論
と
白
居
易

　
と
こ
ろ
で
、
清
朝
に
あ
ら
わ
れ
た
衷
枚
（
一
七
一
六
～
一
七
九
七
）
は
、
多
く
の
女
弟
子
を
擁
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
た
、
一
時
代
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

代
表
す
る
著
名
な
文
人
で
あ
る
が
、
合
論
究
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
文
学
の
基
盤
は
「
好
色
（
の
肯
定
）
」
に
あ
っ
た
。
詳
細
は
合
山
善
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

卓
論
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
む
ろ
ん
衷
枚
は
「
決
し
て
官
能
に
埋
没
し
て
し
ま
う
態
の
ヘ
ド
ニ
ス
ト
で
は
な
」
く
「
あ
く
ま
で
も
強
靱
な

合
理
主
義
を
基
盤
に
し
た
節
度
あ
る
快
楽
主
義
者
で
あ
っ
た
」
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
常
に
多
く
の
姫
妾
を
侍
ら
せ
、
多
数
の
妓
女

や
女
弟
子
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
た
蓑
枚
の
“
好
色
趣
味
”
は
、
や
は
り
明
清
時
代
の
好
色
堅
気
風
か
ら
滋
養
を
得
て
開
花
し
た
も
の
と
考

　
　
　
（
1
3
）

え
ら
れ
よ
う
。
「
好
色
こ
そ
文
学
創
作
の
源
泉
」
で
あ
る
と
の
確
信
を
持
っ
て
い
た
衷
枚
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
白
居
易
の
擁
護
者
で
も

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
合
山
農
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、
道
徳
主
義
的
な
観
点
か
ら
、
衷
枚
の
詩
集
に
含
ま
れ
る
縁
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
レ
つ

の
作
を
削
る
よ
う
忠
告
し
た
友
人
に
対
し
て
、
彼
が
反
論
し
、
独
自
の
文
学
論
を
展
開
し
た
作
品
に
「
並
置
（
程
晋
芳
）
に
答
へ
て
詩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

論
ず
る
書
（
答
議
各
論
詩
書
）
」
（
『
小
倉
山
房
文
集
』
黒
影
〇
）
が
あ
る
。
衰
枚
の
回
答
を
、
常
山
氏
の
訳
か
ら
抜
粋
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

あ
な
た
は
、
わ
れ
わ
れ
が
名
を
成
す
に
は
、
必
ず
廉
・
洛
・
関
・
閾
（
道
学
者
た
ち
）
の
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
わ

る
よ
う
で
す
が
、
私
が
思
う
に
は
、
「
千
百
の
偽
り
の
演
洛
国
国
を
得
る
は
、
一
二
の
真
の
白
傅
〔
居
易
〕
・
焚
川
〔
杜
牧
〕
を
得



る
に
如
か
ず
」
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
千
金
の
珠
を
以
て
、
魚
の
一
目
と
取
り
か
え
て
も
、
魚
が
楽
し
ま
な
い
の
は
、
「
目
は
賎
し
き

と
錐
も
真
で
あ
り
、
珠
は
貴
き
と
難
も
偽
」
で
あ
る
か
ら
で
す
。
…
…

　
も
し
私
の
集
中
か
ら
縁
情
詩
を
な
く
す
な
ら
、
私
は
別
に
そ
の
よ
う
な
作
品
を
編
集
し
て
、
自
ら
恥
さ
ら
し
を
し
ょ
う
と
さ
え
思
っ

て
い
ま
す
が
、
幸
い
に
し
て
こ
こ
に
、
半
生
の
小
過
を
集
め
た
こ
れ
ら
の
詩
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
長
年
の
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
時
を
経
た
か
ら
と
い
っ
て
、
お
い
そ
れ
と
捨
て
て
し
ま
う
に
は
忍
び
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
を
削
除
し
て
、
一
体
誰
を
欺
こ
う
と
い

う
の
で
す
か
。
結
局
、
自
ら
を
欺
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
詩
と
は
「
情
に
由
り
て
生
ず
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
情
の
最
も
先
と
す
る
所
は
、
男
女
に
如
く
は
な
し
」
で
す
。
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と

え
の
屈
原
が
美
人
を
君
に
た
と
え
、
蘇
武
と
言
訳
が
夫
婦
を
友
に
喩
え
た
の
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
男
女
の
情
が
詩
の
根
本
で

あ
る
と
い
う
説
に
は
、
長
い
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
…
…
縁
情
の
詩
が
た
と
え
よ
く
な
い
と
し
て
も
、
〔
詩
経
の
〕
三
百
篇
中
の
「
有

女
同
車
」
・
「
潮
曇
相
詫
」
の
類
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
、
私
は
安
心
し
て
い
ま
す
。
言
忌
は
白
居
易
の
杭
州
で
の
詩
が
、
「
妓
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
び

憶
う
こ
と
多
く
、
民
を
憶
う
こ
と
少
な
し
」
と
非
難
し
て
い
ま
す
が
、
し
か
ら
ば
文
王
が
「
膳
條
に
こ
れ
を
求
め
て
」
、
転
展
反
側

す
る
に
至
っ
た
と
き
、
ど
う
し
て
王
季
（
号
音
の
父
）
や
当
今
（
文
王
の
祖
、
古
寺
　
豊
父
）
を
憶
わ
ず
に
、
淑
女
を
憶
つ
た
の
で
し
ょ

（
5
ユ
）
）
。

　
　
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
〔
〕
内
は
、
諸
田
に
よ
る
補
足
。

、
つ
カ

　
衰
枚
は
こ
こ
で
、
『
詩
経
』
の
艶
詩
を
論
拠
と
し
な
が
ら
自
ら
の
縁
情
詩
の
存
在
意
義
を
説
き
、
ま
た
同
時
に
、
男
女
の
情
を
基
盤
と

す
る
艶
詩
は
、
む
し
ろ
「
詩
の
根
本
」
に
合
致
す
る
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
翠
嵐
の
こ
う
し
た
主
張
は
、
容
易
に
、
白
居
易
の
文
学
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
の
本
質
的
な
類
似
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
前
か
ら
繰
り
返
し
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
白
居
易
も
ま
た
艶
詩
を
多
作
し
、

“
一
人
称
恋
愛
詩
”
を
自
ら
の
詩
集
内
に
留
め
残
し
、
「
詩
は
情
に
由
り
て
生
ず
」
を
最
も
根
本
的
な
詩
論
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

○



〇
二

も
ち
ろ
ん
合
山
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
「
衰
枚
の
よ
う
に
大
胆
に
、
女
色
と
詩
と
が
文
学
創
作
の
根
源
部
分
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
者
は
極
め
て
珍
し
く
」
（
一
三
三
頁
）
、
白
居
易
に
も
そ
れ
を
直
戴
言
明
し
た
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

ば
、
以
前
に
も
指
摘
し
た
ご
と
く
、
白
居
易
に
と
っ
て
情
と
は
、
そ
の
身
体
と
不
可
分
な
程
に
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
中
で
も
詩
と
恋

の
両
者
こ
そ
は
、
そ
の
“
情
の
発
露
”
と
し
て
、
最
も
根
深
い
“
宿
墨
”
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
病
気
」
詩
や
、
い
わ

ゆ
る
“
詩
魔
”
の
吟
詠
、
ま
た
「
李
夫
人
」
・
「
不
能
五
情
吟
」
な
ど
の
作
品
を
通
じ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
衷
枚
ほ
ど
に

明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
白
居
易
に
も
、
本
質
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
認
識
、
す
な
わ
ち
「
好
色
は
詩
の
源
泉
（
に
直
結
す
る
も
の
）

で
あ
る
」
と
の
認
識
が
、
既
に
持
た
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
じ
よ
う

　
例
え
ば
、
白
詩
に
特
徴
的
な
「
風
情
」
と
い
う
詩
語
に
は
、
詩
情
と
色
情
と
の
根
源
的
な
相
関
が
、
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
語
の
初
出
は
、
元
和
十
年
（
八
一
五
）
に
詠
じ
ら
れ
た
律
詩
（
劇
詩
を
編
集
し
十
五
巻
を
成
す
。
因
っ
て
巻
末
に
題
し
、
戯

れ
に
元
九
李
二
十
に
贈
る
〔
編
集
拙
創
成
一
十
五
巻
　
因
題
巻
末
戯
贈
元
九
李
二
十
〕
）
の
冒
頭
句
で
あ
る
。
同
年
、
江
州
司
馬
へ
と
左

遷
さ
れ
た
白
居
易
は
、
そ
こ
で
自
ら
の
「
詩
集
十
五
巻
」
を
編
纂
し
、
そ
の
作
業
が
完
了
し
た
直
後
、
興
奮
も
冷
め
や
ら
ぬ
う
ち
に
、
該

詩
を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
篇
長
恨
有
風
情

十
首
秦
吟
近
正
聲

毎
被
老
一
兀
倫
…
格
晶
律

三
教
短
李
伏
歌
行

世
間
富
貴
鷹
無
分

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
一
篇
の
長
恨
　
風
情
有
り

十
首
の
秦
吟
　
正
声
に
近
し

毎
に
老
元
に
格
律
を
楡
ま
れ

ね
ん
ご
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

苦
に
短
李
を
し
て
歌
行
に
伏
せ
し
む

世
間
の
富
貴
応
に
三
無
か
る
べ
き
も



身
後
文
章
合
有
名

莫
怪
氣
轟
言
語
大

新
排
十
五
巻
詩
成

身
後
の
文
章
　
合
に
名
有
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
そ

怪
し
む
莫
か
れ
　
気
巖
［
1
1
粗
］
に
し
て
言
語
罪
な
る
を

新
た
に
　
十
五
巻
の
詩
を
排
し
成
せ
り

　
冒
頭
句
の
コ
篇
の
長
恨
　
風
情
有
り
」
の
表
現
は
、
「
長
恨
歌
」
に
対
す
る
白
居
易
の
自
負
を
示
し
た
も
の
と
し
て
名
高
い
。
そ
の

関
鍵
語
た
る
「
風
情
」
の
真
義
と
は
、
要
す
る
に
、
「
精
神
の
核
心
部
に
存
し
て
、
時
に
は
詩
作
の
原
動
力
と
も
な
る
、
み
ず
み
ず
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

感
受
力
と
脹
る
情
感
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
体
を
成
し
た
生
命
力
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
白
居
易
は
、
「
風
情
を

有
す
る
」
こ
と
を
、
詩
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
、
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
「
風

憧
と
い
う
熟
語
は
・
後
世
・
男
女
の
恋
情
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
も
・
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
つ
．
越
・
恐
ら
く
そ
れ
ば
・
単

な
る
偶
然
な
ど
で
は
な
く
、
〈
詩
作
〉
と
く
恋
愛
〉
の
1
生
命
力
の
発
現
と
い
う
1
根
源
的
な
次
元
に
お
け
る
情
動
の
一
致
を
示
唆

す
る
、
極
め
て
象
徴
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
合
山
氏
が
「
享
楽
主
義
者
で
あ
る
衰
枚
に
は
、
煩
悩
や
欲
望
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
と
し
て
の
楽
し
み
が
あ
る
の
で
あ
り
、

も
し
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
問
と
し
て
生
き
る
意
味
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
（
一
二
三
頁
）
と
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
潔
斎
は
“
生
命
の
歓
び
”
と
い
う
観
点
か
ら
自
ら
の
“
好
色
趣
味
”
を
肯
定
し
た
。
そ
れ
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
な
、
白
行
学

が
「
大
楽
賦
」
に
お
い
て
表
明
し
た
認
識
と
、
時
代
を
越
え
て
本
質
的
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
大
楽
賦
」
の
冒
頭
を
再
掲
す
れ

ば
、
白
行
簡
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
よ
く

い
っ
た
い
生
命
は
人
間
の
根
本
で
あ
り
、
嗜
欲
は
入
間
の
愛
好
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
命
の
根
本
を
保
存
し
、

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

人
間
の
愛
好
す
る
も

〇
三



一
〇
四

の
を
求
め
る
の
は
、
衣
食
を
満
足
さ
せ
る
よ
り
大
き
い
も
の
は
な
く
、
歓
娯
を
き
わ
め
る
よ
り
深
い
も
の
は
な
い
。
夫
婦
の
道
を
き

わ
め
、
男
女
の
情
を
や
わ
ら
げ
る
ば
あ
い
、
そ
の
情
の
表
れ
る
も
の
、
交
接
よ
り
深
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
他
の
官
職
や
名
誉
な
ど

は
、
人
間
の
情
欲
の
中
で
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
中
唐
と
明
清
と
は
、
好
色
的
気
風
が
広
く
世
を
覆
っ
た
時
代
と
し
て
、
共
通
す
る
一
面
を
持
つ
が
、
そ
う
し
た
気
風
を
支

え
た
思
想
的
基
盤
は
、
白
行
簡
と
衰
枚
と
を
比
較
す
る
限
り
、
極
め
て
相
似
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

象
が
起
こ
り
得
る
の
は
、
生
命
の
発
現
と
し
て
の
性
愛
や
情
欲
の
肯
定
、
と
い
う
観
念
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
生
理
と
い
う
不

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

易
を
根
源
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
国
文
化
史
と
い
う
流
行
の
相
に
お
い
て
考
察
し
た
場
合
、
そ
う
し
た
観
念
は
、
早
く
も
「
食

色
、
性
也
」
（
『
孟
子
』
告
子
上
）
や
「
男
女
飲
食
、
人
之
大
欲
存
焉
」
（
『
礼
法
』
礼
運
）
と
い
っ
た
理
念
と
な
っ
て
顕
現
し
て
い
た
。
そ

れ
が
、
空
前
の
、
大
規
模
な
文
学
的
現
象
と
な
っ
て
現
れ
た
の
が
、
唐
津
、
就
中
、
中
唐
の
時
代
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た

好
色
的
気
風
は
、
宋
・
元
の
退
潮
期
を
経
て
、
明
末
以
降
ふ
た
た
び
隆
盛
期
を
迎
え
、
田
代
を
遥
か
に
凌
ぐ
規
模
で
一
世
を
風
靡
し
た
の

で
あ
る
。

　
本
稿
の
は
じ
め
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
長
恨
歌
」
の
冒
頭
句
i
漢
皇
　
色
を
重
ん
じ
　
傾
国
を
思
ふ
／
御
宇
多
年
　
求
む
れ
ど

も
得
ず
I
I
に
は
、
玄
宗
の
汎
愛
的
多
情
さ
、
す
な
わ
ち
、
好
色
性
が
、
象
徴
的
に
詠
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
歌
」
冒
頭
の
表
現
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

畢
署
す
る
に
、
唐
代
好
色
文
学
の
不
易
（
深
層
ロ
生
理
）
と
流
行
（
表
層
1
1
通
俗
性
）
と
の
両
面
か
ら
滋
養
を
得
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
恋
情
文
学
の
主
流
を
形
成
し
た
も
の
は
、
注
（
1
）
の
前
信
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
〈
絶

愛
へ
の
憧
憬
1
1
専
業
的
多
情
さ
〉
と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
考
察
し
た
〈
好
色
性
1
1
汎
愛
的
多
情
さ
〉
は
、
あ
た
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
キ
　
ス
　
ト

縦
糸
（
専
愛
へ
の
憧
憬
）
に
対
す
る
横
糸
の
ご
と
き
役
割
を
果
た
し
、
両
者
が
交
叉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様
な
恋
情
文
学
の
作
品
群



が
、
織
り
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
「
長
恨
歌
」
は
、
な
ぜ
時
代
を
越
え
て
歓
迎
さ
れ
た
の
か
一
こ
れ
が
前
池
お
よ
び
本
稿
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
長

恨
歌
」
の
持
つ
“
生
命
力
の
源
泉
”
を
探
る
試
み
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
解
答
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
に
象
徴
さ
れ
る
慢
言
と
い
う
時
代
は
、
中
国
史
に
お
い
て
、
長
ら
く
、
一
つ
の
極
盛
期
と
目
さ
れ
て
き
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
こ
と
を
論
拠
に
、
盛
唐
と
い
う
時
代
の
放
つ
“
光
輝
”
へ
の
憧
憬
が
、
李
・
楊
の
故
事
へ
の
関
心
を
、
時
を
越
え
て
喚
起
し
続
け
て
き

た
の
だ
、
と
説
明
す
る
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
は
、
同
じ
課
題
を
、
i
「
長
恨
歌
」
の
冒
頭
と
末
尾
の
詩
句
が
象
徴
す

る
一
〈
多
情
の
二
面
性
〉
と
い
う
視
角
か
ら
考
察
し
た
、
一
つ
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
。

　
ド
ン
フ
ァ
ン
や
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
大
き
な
傾
向
と
し
て
把
握
し
た
場
合
、
〈
汎
愛
的
多
情
さ
〉
は
、
男
性
的

な
憧
憬
で
あ
り
、
〈
専
愛
的
多
情
さ
〉
は
、
女
性
的
な
憧
憬
で
あ
る
、
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
縷
述
の
ご
と
く
、
「
長
恨

歌
」
は
そ
の
両
者
を
兼
ね
備
え
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
幅
広
い
支
持
や
深
い
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
か
で
も
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
た
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
、
互
い
に
一
途
な
恋
情
が
、
〈
専
愛
鳥
多
情
さ
〉
の
典
型
と
し
て
、
多
く
の
女
性
た

ち
か
ら
支
持
さ
れ
た
こ
と
が
、
時
空
を
越
え
た
享
受
の
、
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
近
代
以
降
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

西
洋
か
ら
移
入
さ
れ
た
く
恋
愛
〉
思
想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
〈
一
男
一
女
の
、
永
遠
の
、
愛
〉
と
い
う
理
想
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

基
本
的
に
矛
盾
し
な
い
価
値
観
で
あ
っ
た
。
「
長
恨
歌
」
が
、
〈
愛
〉
の
傑
作
と
し
て
、
近
代
の
革
命
を
も
乗
り
越
え
て
、
現
代
に
生
き
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
唐
に
確
立
し
た
〈
才
子
佳
人
の
恋
〉
に
は
、
時
空
を
越
え
て
、
い
わ
ば
人
間
の
普
遍
に
触
れ

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

【
〇
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
唐
恋
情
文
学
が
日
本
文
学
に
与
え
た
、
広
範
か
つ
深
甚
な
影
響
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
最
も
端

的
に
物
語
る
現
象
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
国
文
学
の
研
究
に
は
、
す
で
に
膨
大
な
蓄
積
が
存
在
す
る
が
、
中
唐
恋
情
文
学
の
視
座
か
ら
比
較
文
学
的
な
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
新
た
な
相
貌
が
垣
間
見
え
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
に
、
論
者
は
既
に
、
数
篇
の
論
考
を
発
表

　
　
　
（
2
！
＞

し
て
き
た
。
併
せ
て
御
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
註

（
1
）
　
『
白
居
易
研
究
年
報
』
第
八
号
（
二
〇
〇
七
年
・
勉
誠
出
版
）
。

（
2
）
　
「
好
色
の
風
流
1
「
長
恨
歌
」
を
さ
さ
え
た
中
唐
の
美
意
識
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
五
四
集
・
平
成
十
四
年
置
。

ハ
3
）
　
『
遊
仙
窟
』
は
、
明
治
書
院
・
新
釈
漢
文
大
系
本
（
入
木
澤
元
著
『
遊
仙
窟
全
講
　
増
訂
版
』
一
九
入
六
年
版
）
に
拠
っ
た
が
、
岩
波
文
庫
本
（
今
村
与

　
　
志
雄
訳
・
一
九
九
〇
年
）
お
よ
び
、
成
瀬
哲
生
著
『
古
鏡
記
・
補
江
総
白
猿
伝
・
遊
仙
窟
〈
唐
代
1
＞
』
（
二
〇
〇
五
年
・
明
治
書
院
）
を
併
せ
て
参
照
し

　
　
た
。

（
4
）
　
飯
田
吉
郎
編
著
『
白
行
簡
大
楽
賦
』
（
】
九
九
五
年
・
汲
古
書
院
）
所
収
。
訳
文
は
飯
田
氏
に
よ
っ
た
。

（
5
）
　
「
鴬
鴬
伝
」
の
冒
頭
部
に
「
以
豊
年
二
十
三
、
未
手
近
女
色
。
知
者
詰
之
、
異
異
知
日
『
登
市
子
非
好
色
者
、
是
有
兇
行
。
余
眞
好
色
者
、
而
適
不
全
値
。

　
　
何
以
言
之
、
大
凡
物
之
尤
者
、
、
未
嘗
不
留
連
於
心
。
是
知
事
非
忘
講
者
也
。
』
詰
者
識
之
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

（
6
）
　
例
え
ば
、
『
孟
子
』
三
子
上
に
「
呈
色
は
、
性
な
り
（
食
指
、
性
也
）
」
と
い
い
、
明
代
の
好
色
小
説
『
痴
婆
子
伝
』
（
芙
蓉
主
人
輯
）
の
序
に
も
「
従
来
、

　
　
重
な
る
者
は
性
の
動
な
り
。
性
は
発
し
て
情
と
為
る
（
從
薄
髭
者
性
情
動
也
。
性
登
爲
清
ご
と
あ
る
よ
う
に
、
「
男
女
の
色
情
は
、
人
間
の
性
命
の
発
現

　
　
で
あ
る
」
と
の
見
方
は
、
唐
代
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
伝
統
文
化
を
一
貫
す
る
認
識
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
『
痴
二
子
伝
』
の
底
本

　
　
は
、
太
田
辰
夫
・
飯
田
吉
郎
編
『
中
国
秘
黒
馬
刊
　
本
文
篇
上
巻
』
（
｝
九
八
七
年
・
還
幸
書
院
）
を
参
照
。
な
お
、
「
性
命
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
日

　
　
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
』
（
一
九
八
四
年
・
掌
文
出
版
）
の
「
性
命
観
」
の
項
に
「
性
と
命
と
は
、
別
個
に
切
り
離
し
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い



　
　
が
、
両
者
を
合
わ
せ
て
性
命
と
い
う
熟
語
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
、
『
荘
子
』
の
外
篇
・
雑
面
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
性
と
命
の
意
味
内
容
の
区
別
は
消

　
　
失
し
て
、
そ
の
共
通
点
で
あ
る
「
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
人
間
の
本
質
的
な
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
現
代
用
語
の
生
命
・
い
の
ち
に
接
近

　
　
し
た
意
味
と
な
る
」
（
森
三
樹
三
郎
氏
執
筆
）
．
と
あ
る
。
『
大
楽
賦
』
冒
頭
の
「
性
命
」
も
、
こ
の
意
味
で
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
例
え
ば
、
「
性
愛
」
を
「
生
命
」
と
直
結
さ
せ
る
房
中
術
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
皇
帝
が
後
宮
に
多
く
の
女
性
を
蓄
え
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
子
孫
の
持

　
　
続
と
繁
栄
の
た
め
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
皇
帝
自
身
の
不
老
長
生
の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
多
く
の
女
性
と
接
す
る
こ
と
が
自
ら
の
長
生
に

　
　
も
繋
が
る
」
と
い
う
房
中
術
の
思
想
（
性
愛
の
肯
定
）
が
、
中
国
の
（
漁
色
的
）
好
色
文
学
を
支
え
た
一
つ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ

　
　
う
。
房
中
術
の
思
想
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も
の
に
、
坂
出
祥
伸
・
梅
川
純
代
著
『
「
気
」
の
思
想
か
ら
見
る
道
教
の
房
中
術
1
い
ま
に
生
き
る
古
代

　
　
中
国
の
性
愛
長
寿
法
1
』
（
二
〇
〇
六
〔
初
版
二
〇
〇
三
〕
年
・
五
聖
童
旦
房
）
が
あ
る
。

（
8
）
　
例
え
ば
、
『
潅
南
子
』
天
文
訓
に
は
「
宇
宙
か
ら
生
じ
た
（
元
V
気
が
天
と
地
に
分
か
れ
、
天
地
の
精
気
が
重
な
り
合
っ
て
陰
陽
艶
気
と
な
り
、
そ
こ
か

　
　
ら
四
時
が
生
じ
、
万
物
が
生
ず
る
」
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
『
荘
子
』
知
北
遊
篇
に
は
「
人
の
生
や
、
気
の
細
ま
れ
る
な
り
、
囲
ま
れ
ば
則

　
　
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
（
人
老
生
、
氣
之
聚
也
、
聚
則
爲
生
、
散
則
爲
死
〉
」
と
あ
る
。

（
9
）
　
『
遊
仙
窟
』
の
前
半
で
、
二
郎
と
主
面
が
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
美
貌
と
詩
才
を
称
え
て
「
神
仙
の
窟
（
仙
女
の
す
み
か
ご
「
文
章
の
窟
（
文
章
の
す
み
か
）
」

　
　
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
顕
著
な
表
現
で
あ
ろ
う
。

（
1
0
）
　
『
西
田
記
』
の
原
文
は
、
王
季
思
校
注
『
総
評
校
注
　
聖
廟
記
』
（
一
九
八
七
年
・
上
海
古
怪
出
版
社
・
一
四
三
頁
）
に
、
訳
文
は
、
田
中
謙
二
訳
『
中

　
　
国
古
典
文
学
大
系
　
戯
曲
集
　
上
』
（
昭
和
五
十
年
・
平
凡
社
・
七
九
頁
）
に
よ
る
。
但
し
、
訳
文
末
尾
の
（
）
内
は
、
底
本
の
印
刷
自
体
が
不
鮮
明
な

　
　
た
め
に
諸
田
が
推
測
に
よ
り
補
っ
た
。

（
1
！
）
　
誌
面
の
女
弟
子
に
関
す
る
専
論
と
し
て
薫
燕
娩
著
『
清
代
の
女
性
詩
人
た
ち
1
衷
枚
の
女
弟
子
点
描
1
』
（
二
〇
〇
七
年
・
中
国
書
店
）
が
あ
る
。

（
1
2
）
　
『
明
清
時
代
の
女
性
と
文
学
』
（
二
〇
〇
六
年
・
汲
．
古
書
院
）
第
一
篇
第
四
章
「
衰
枚
の
好
色
論
」
を
参
照
。

（
1
3
）
　
ち
な
み
に
、
哀
枚
の
『
子
不
語
』
巻
二
四
に
収
録
さ
れ
た
『
控
耳
垢
秘
記
』
は
、
則
天
武
后
と
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
と
の
淫
事
を
記
し
た
好
色
文
学
と

　
　
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
で
衷
枚
は
「
『
控
鶴
里
秘
記
』
は
、
唐
人
張
珀
の
纂
す
る
所
な
り
。
京
江
相
公
の
曾
孫
・
張
冠
伯
が
家
に
抄
本
数
十
頁
有

　
　
り
、
皆
唐
宮
の
淫
褻
の
事
を
載
せ
、
絶
え
て
世
の
伝
ふ
る
所
の
『
武
后
外
伝
』
に
類
せ
ず
。
其
の
略
に
云
ふ
、
…
…
（
『
控
鶴
翼
秘
記
』
、
唐
人
張
珀
所
纂
。

　
「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
〇
七



一
〇
八

　
京
江
相
公
曾
孫
張
冠
伯
家
有
抄
本
二
十
頁
、
皆
載
唐
宮
淫
耳
門
、
絶
不
遜
止
所
傳
『
武
盾
置
屋
』
。
其
喜
平
、
…
…
）
」
と
述
べ
て
、
そ
れ
を
「
転
記
」
し

　
　
た
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
盗
作
は
、
実
は
衰
枚
自
身
が
作
者
で
あ
る
、
と
も
言
わ
れ
る
。
事
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
論
断
が
同
時
代
の
好
色

　
的
気
風
の
圏
内
に
お
い
て
著
述
し
た
文
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
事
例
で
あ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
底
本
は
、
藍
本
淳
標
校
『
小
倉
山
房
詩
文
集
』
（
一
九
八
八
年
・
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
拠
っ
た
。
原
文
は
、
以
下
の
通
り
。
「
足
下
春
意
、
以
爲
我
輩

　
成
名
必
如
簾
・
洛
・
關
・
閾
而
認
可
耳
。
然
活
量
以
爲
得
千
百
偽
廉
・
洛
・
關
・
閾
、
不
如
［
愚
説
白
傅
・
焚
川
。
以
千
金
之
珠
、
爆
縮
之
一
目
、
而
魚

　
不
樂
者
、
何
也
。
目
錐
賎
而
眞
、
珠
自
得
而
二
軸
也
。
…
…
使
僕
集
中
無
縁
情
懐
作
、
尚
思
借
編
一
二
以
垂
球
、
幸
而
半
生
小
過
、
情
在
干
斯
、
何
忍
過

　
時
抹
搬
。
吾
誰
欺
。
自
欺
乎
。
重
夫
詩
者
由
情
生
者
也
。
有
必
不
可
解
之
情
、
而
後
喜
必
不
可
朽
之
詩
。
情
所
最
先
、
莫
如
男
女
。
古
二
人
、
屈
平
以
美

　
　
単
比
君
、
蘇
・
李
以
夫
妻
喩
友
、
由
軍
国
　
。
…
…
縁
情
三
遍
、
縦
有
害
是
、
亦
不
過
三
百
篇
申
「
有
女
同
車
」
「
伊
藤
相
誰
」
之
類
、
僕
心
已
安
　
、
聖

　
　
人
復
生
、
必
不
取
零
已
安
之
心
豊
麗
馨
之
也
。
宋
儒
責
白
傅
杭
州
詩
黒
海
濃
墨
、
憶
民
者
少
。
然
則
文
王
「
宿
寡
求
之
」
、
至
干
「
芸
園
反
側
」
、
何
以
不

　
　
憶
王
季
・
太
王
而
憶
淑
女
耶
。
…
…
」

（
1
5
）
　
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
論
旨
が
、
『
小
倉
山
房
尺
腰
』
二
七
「
又
楊
笠
島
に
答
ふ
（
又
答
五
山
湖
ご
で
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
宋
の
『
蓉
塘

　
　
（
よ
う
と
う
）
詩
話
』
、
白
太
傅
が
杭
州
を
去
る
と
き
、
妓
を
憶
ふ
の
詩
多
く
、
民
を
憶
ふ
の
詩
少
な
き
を
責
む
。
余
（
わ
れ
）
之
を
駁
し
て
曰
く
『
関
誰

　
　
］
編
、
覇
王
軽
転
反
側
す
。
何
を
以
て
尊
王
・
王
季
を
憶
は
ず
し
て
、
后
妃
を
憶
ふ
か
。
…
…
』
（
宋
『
蓉
塘
詩
話
』
、
責
白
太
傅
去
杭
州
、
憶
妓
詩
多
、

　
　
憶
民
需
少
。
余
駁
之
日
『
関
堆
一
編
、
文
王
馬
韓
反
側
。
何
以
不
憶
太
王
・
半
季
、
而
憶
后
妃
耶
。
…
…
』
）
」
。
訓
読
は
、
本
田
済
『
鑑
賞
中
国
の
古
典
⑳

　
　
近
世
散
文
選
』
（
昭
和
六
十
三
年
・
角
川
書
店
）
を
参
照
。
但
し
、
『
蓉
塘
詩
話
』
は
、
明
の
姜
南
の
撰
（
『
説
郭
績
』
巻
三
三
所
収
）
で
あ
り
、
宋
の
『
蓉

　
　
塘
詩
話
』
…
…
と
い
う
の
は
、
衷
枚
の
誤
解
で
あ
ろ
う
。
宋
人
が
、
白
居
易
と
杭
州
の
妓
女
と
の
関
係
を
述
べ
た
記
事
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
宋
・
銭
易

　
　
『
南
部
新
書
』
（
戊
）
に
「
白
丁
天
馬
杭
州
刺
史
、
鰭
目
遣
回
信
唐
。
故
駅
禺
錫
有
畑
重
日
『
無
畜
曲
淵
蘇
小
小
、
満
山
涙
染
石
榴
裾
』
」
と
。
ま
た
、
蘇

　
　
州
で
の
こ
と
に
な
る
が
、
宋
・
襲
明
之
『
中
呉
紀
聞
』
巻
｝
に
「
白
樂
天
蓋
目
時
、
嘗
捲
容
・
瀟
・
蝉
・
態
等
十
妓
、
夜
遊
西
武
邸
寺
、
嘗
賦
紀
遊
詩
、

　
　
巻
末
云
『
領
郡
時
將
久
、
遊
山
藪
幾
何
。
］
年
十
二
度
、
稀
少
亦
非
多
。
」
可
見
識
時
郡
政
多
暇
、
而
吏
議
甚
寛
、
露
岩
今
日
、
必
以
罪
去
　
」
と
あ
る
。

（
1
6
）
　
最
近
の
拙
稿
と
し
て
、
「
中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開
－
白
居
易
を
中
心
と
し
て
一
」
（
「
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
　
人
文
学
科
編
」
第
二

　
　
一
号
・
平
成
十
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。



（
1
7
）
　
「
恋
情
の
復
権
1
「
哀
江
頭
」
か
ら
「
長
恨
歌
」
へ
一
」
（
「
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
　
人
文
学
科
編
」
第
二
〇
号
・
平
成
十
八
年
）
。

（
1
8
）
　
拙
稿
「
白
居
易
「
風
情
」
考
1
「
一
篇
の
長
恨
　
風
情
有
り
」
の
真
義
に
つ
い
て
一
」
（
九
州
中
国
学
会
「
九
州
中
国
学
会
報
」
第
三
六
巻
・
平
成
十
年
）
。

（
1
9
）
　
『
漢
語
大
詞
典
』
（
一
九
九
四
年
・
漢
語
大
豊
典
出
版
社
）
の
、
該
当
す
る
説
明
と
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。
傍
点
は
諸
田
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
④
指
男
女
相
愛
之
情
。
無
難
李
燈
『
柳
枝
』
詞
「
風
情
漸
老
見
春
蓋
、
到
庭
墨
型
感
薔
遊
。
」
宋
稲
永
『
鼻
嵐
鈴
』
詞
「
巌
頭
有
千
種
風
情
、
更
與
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
人
説
。
」
『
重
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
十
四
「
聴
説
世
上
男
貧
女
愛
、
謂
之
風
情
。
」
亦
指
色
情
。
徐
遅
『
牡
丹
』
二
「
劇
中
少
女
二
三
地
的
費
弄
風
情
而
爲

　
　
　
君
王
賞
識
的
。
」

（
2
0
）
　
例
え
ば
、
明
治
期
の
知
識
人
が
抱
い
て
い
た
恋
愛
観
に
つ
い
て
、
佐
伯
順
子
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
「
愛
」
は
「
同
等
の
地
位
」
の
男
女
間
に
こ
そ
実
現
す
る
と
説
い
た
巌
本
善
治
は
、
「
夫
妻
は
隔
れ
天
地
問
唯
一
の
同
等
者
な
り
」
（
「
理
想
之
佳
人
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
　
　
と
述
べ
つ
つ
、
コ
男
一
女
諏
ち
永
遠
の
交
は
り
を
告
ぐ
。
…
婚
姻
は
実
に
神
聖
の
事
な
り
」
（
「
婚
姻
論
」
）
と
、
一
対
一
の
夫
婦
関
係
こ
そ
最
も
平

　
　
　
等
で
神
聖
な
男
女
関
係
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
コ
男
一
女
」
「
永
遠
」
、
こ
れ
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
明
治
の
知
識
人

　
　
　
が
掲
げ
た
、
新
し
．
い
「
愛
」
の
理
念
に
基
づ
く
結
婚
観
で
あ
っ
た
、
　
　
（
『
「
色
」
と
「
愛
」
の
比
較
文
化
史
』
「
九
九
八
年
・
岩
波
書
店
・
三
八
頁
）

　
　
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
直
裁
的
な
言
及
は
な
い
が
、
同
時
期
の
中
国
に
お
い
て
も
、
同
様
の
く
愛
V
の
思
想
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
五

　
　
四
運
動
の
直
後
、
女
性
作
家
・
薦
二
君
（
一
九
〇
〇
～
一
九
七
四
）
が
書
い
た
著
名
な
短
篇
小
説
『
旅
行
』
（
一
九
二
四
年
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
描
写
が

　
あ
る
。
主
人
公
の
「
私
」
は
、
既
に
妻
を
持
つ
「
彼
」
と
と
も
に
、
学
生
同
士
で
十
日
間
の
旅
行
に
で
か
け
る
が
、
そ
の
間
、
二
人
は
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
（
純

　
愛
）
な
関
係
を
最
後
ま
で
守
り
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。
翻
訳
は
、
佐
治
俊
彦
氏
（
『
中
国
現
代
文
学
珠
玉
選
　
小
説
3
』
二
〇
〇
二
年
・
二
国
社
）
に
拠
る
。

　
傍
線
は
諸
田
。

　
　
　
　
私
た
ち
の
求
め
る
愛
は
絶
対
で
無
限
な
の
だ
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
旧
習
教
旧
習
慣
の
ご
機
嫌
を
取
る
た

　
　
　
め
に
、
決
し
て
愛
に
悔
し
い
思
い
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
が
入
れ
代
わ
る
時
、
す
で
に
破
産
を
宣
告
さ
れ
た

　
　
　
礼
法
の
降
服
者
と
な
る
よ
り
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
．
の
主
義
と
真
理
の
犠
牲
者
と
な
る
ほ
う
が
よ
い
。
万
一
各
方
面
の
圧
力
が
大
き
す
ぎ
て
抵
抗
で

　
　
　
き
な
い
時
に
は
、
私
た
ち
は
無
限
の
海
に
沈
ん
で
い
く
の
だ
、
そ
の
時
も
な
お
互
い
に
抱
き
合
い
な
が
ら
。
…
…
彼
ら
が
い
ま
必
死
に
彼
を
罵
る
の

　
　
　
は
、
私
の
た
め
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
勝
利
の
悲
哀
だ
が
、
し
か
し
伯
仁
が
我
に
よ
り
て
死
す
な
ら
、
私
は
ど
ん
な
感
想
を
持
つ
べ
き
な

「
長
恨
歌
」
よ
り
み
た
中
国
「
多
情
」
文
学
の
展
開

〇
九



O

　
　
　
　
の
か
。
私
は
し
っ
か
り
と
彼
を
抱
く
と
答
え
た
、
私
た
ち
は
永
久
に
愛
し
合
う
の
だ
と
。
…
…
相
抱
き
つ
つ
内
に
絶
対
の
愛
を
実
現
す
る
別
の
世
界

　
　
　
を
求
め
る
行
為
が
い
か
に
悲
壮
神
聖
で
あ
る
か
を
思
っ
た
。
私
は
恐
れ
な
い
、
少
し
も
恐
れ
な
い
1
　
人
生
は
元
来
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
元

　
　
　
来
芸
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
で
愛
に
殉
ず
る
使
命
以
上
の
光
栄
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

（
2
1
）
　
「
中
唐
恋
情
文
学
と
国
文
学
の
展
開
1
〈
風
流
・
み
や
び
V
篇
」
及
び
「
中
唐
恋
情
文
学
と
国
文
学
の
展
開
一
〈
好
色
・
色
好
み
〉
篇
」
（
共
に
「
愛
媛

　
　
大
学
法
文
学
部
論
集
　
人
文
学
科
編
」
第
二
二
・
二
三
号
、
平
成
十
九
年
）
参
照
。
ま
た
、
近
代
文
学
を
論
じ
た
も
の
に
「
尾
崎
紅
葉
『
多
情
多
恨
』
と

　
　
「
李
夫
人
」
「
長
恨
歌
」
」
（
愛
媛
大
学
入
文
学
会
「
人
文
学
論
叢
」
8
号
・
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。

※
本
稿
は
平
成
十
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


