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参
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敦

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
筆
者
が
近
年
に
お
い
て
中
国
古
典
戯
曲
の
「
本
色
論
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
中
で
生
じ
た
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
本
色
」
と
い
う
語
は
、
辞
書
的
に
は
「
も
と
の
色
」「
本
職
、
本
業
」「
本
来
の
あ
り
か
た
」「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」

「
田
賦
の
物
納
」
を
意
味
す
る
（
言
語
芸
術
の
よ
う
な
も
の
や
視
覚
芸
術
の
よ
う
な
も
の
に
関
す
る
評
価
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
直
接
に
は

「
田
賦
の
物
納
」
以
外
の
意
味
を
持
ち
得
る
）。
そ
の
内
、「
本
来
の
あ
り
か
た
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
よ
う
な
も
の
の
レ
ベ
ル

の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
意
味
も
、
個
人
の
属
性
と
し
て
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
意
味
も
、
読
む
こ
と
が
で

き
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
る
。

　

李
開
先
（
一
五
〇
二
―
一
五
六
八
）「
西
野
春
遊
詞
序
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
は
、
李
開
先
の
言
う
「
本
色
」
は
、
個
々
の
戯
曲
作
家

の
持
ち
味
と
し
て
の
「
本
来
性
」
や
「
ら
し
さ
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
戯
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
意
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一
二
二

味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た（
1
）。

　

ま
た
、
王
世
貞
（
一
五
二
六
―
一
五
九
〇
）
の
戯
曲
関
連
言
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
は
、「
本
色
」
と
い
う
語
で
個
人
の
属
性
と
し
て

の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
マ
イ
ナ
ス
価
を
以
て
語
ら
れ
る
可
能
性
を
考
え
に
入
れ
て
検
討
を
進
め
、
結
果
と
し
て
、
王
世
貞
の
言
う
「
本

色
」
に
つ
い
て
は
そ
の
可
能
性
を
棄
却
し
、「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
い
う
意
味
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
っ
た（
2
）。

　

そ
も
そ
も
、
一
般
に
、「
本
色
」
と
い
う
語
は
個
々
の
表
現
者
の
持
ち
味
と
し
て
の
「
本
来
性
」
や
「
ら
し
さ
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
、

さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
属
性
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
「
本
色
」
と
い
う
語
で
マ
イ
ナ
ス
価
を
以
て
語
ら
れ
る
こ

と
が
、
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
か

―
特
に
「
マ
イ
ナ
ス
価
」
の
部
分
が
重
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
冒
頭
に
述
べ
た
、
あ
る
問
題
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
具
体
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

語
の
意
味
か
ら
考
え
る
限
り
は
、「
あ
り
得
た
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
語
の
意
味
か
ら
理
念
的
に
導
い

た
だ
け
で
、
あ
る
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
や
、
ま
た
そ
の
想
定
し
た
可
能
性
を
棄
却
す
る
こ
と
に
は
、
議
論
と
し
て
の
具
体
性
を
認
め

に
く
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
あ
り
得
た
」
な
ら
ば
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
一
定
の
具
体
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
あ
り
得
な
か
っ
た
」
な
ら
ば
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

検　
　
　

討

　

先
に
示
し
た
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
言
説
を
見
て
み
よ
う
。
李
開
先
お
よ
び
王
世
貞
と
遠
く
な
い
時
期
の
人
物

で
あ
り
、
ま
た
「
本
色
論
」
が
展
開
さ
れ
た
時
代
と
も
遠
く
な
い
時
期
の
人
物
で
あ
る
、
李
流
芳
（
一
五
七
五
―
一
六
二
九
）
の
「
跋
摹

書
帖
」
で
あ
る
（
拙
訳
に
よ
り
、〔　

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
な
ど
を
示
す
）。

書
法
を
学
ぶ
上
で
は
、
用
筆
の
意
図
を
体
得
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
臨
模
し
て
見
た
目
が
よ
く
似
て
い
る
の
が
巧
み
で
あ
る
と



ば
か
り
考
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
臨
模
し
な
け
れ
ば
古
人
に
近
付
け
ず
、
用
筆
も
文
字
の
構
成
も
、
つ
い
に
「
本
色
」
を

離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
臨
模
し
て
こ
そ
古
人
の
水
準
に
た
ど
り
着
く
こ
と
の
難
し
さ
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
細
部
の
サ
イ
ズ
ま

で
守
っ
て
、
見
た
目
が
よ
く
似
る
よ
う
に
努
力
し
た
と
こ
ろ
で
、〔
用
筆
の
意
図
の
体
得
は
〕
ま
す
ま
す
無
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
学
ぶ
者
は
悩
み
苦
し
む
。
し
か
し
、〔
臨
模
の
対
象
と
す
る
〕
何
か
の
書
に
は
似
て
い
な
い
と
し
て
も
、
自
分
自
身
の
書
か
ら
は

遠
く
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
人
の
書
を
た
く
さ
ん
臨
模
し
て
、
そ
の
難
し
さ
を
苦
に
し
な
け
れ
ば
、
自
然
と

「
本
色
」
を
次
第
に
離
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
人
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
よ
う
に
な
る
。（
3
）

　

こ
の
「
本
色
」
を
書
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
読
ん
だ
り
学
ぶ
べ
き
「
古
人
」
の
書
に
対
し
て
親
和
的
な
何
か
の

概
念
で
あ
る
と
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
首
肯
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
う
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。
古
人
と
い
う
他
者
の
書
に
対
す
る
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
自
身
の
書
の
関
係
を
問
題
に
す
る

こ
の
言
説
に
お
い
て
、「
本
色
」
は
「
自
分
自
身
の
書
」（
原
文
「
自
書
」）
に
対
し
て
親
和
的
で
あ
り
、
臨
模
と
い
う
学
習
を
経
験
す
る
前

の
段
階
の
、
自
分
自
身
の
書
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
意
味
し
て
い
る
と
読
め
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
「
本
色
」
は
個
人
の
属
性

の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
自
分
の
書
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
は
、
臨
模
に
よ
っ

て
離
れ
る
べ
き
属
性
な
の
で
、
マ
イ
ナ
ス
価
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
4
）。

　

先
の
問
題
に
立
ち
返
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
言
説
は
、「
本
色
」
と
い
う
語
が
個
々
の
表
現
者
の
持
つ
「
本
来
性
」
や
「
ら
し
さ
」
を

意
味
し
得
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
属
性
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
「
本
色
」
と
い
う
語
で
マ
イ
ナ
ス
価

を
以
て
語
ら
れ
得
た
こ
と
の
、
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
言
説
の
存
在
に
よ
っ
て
、
先
に
触
れ
た
、
筆
者
に
よ
る
李
開
先
に
関
す
る
検

討
に
も
王
世
貞
に
関
す
る
検
討
に
も
、
一
定
の
具
体
性
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

書
論
の
よ
う
な
言
説
を
中
国
古
典
戯
曲
の
「
本
色
論
」
に
つ
い
て
の
検
討
に
関
連
付
け
る
の
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
提
示
し
た
よ
う
な
問
題
を
、
戯
曲
関
連
言
説
を
は
じ
め
と
す
る
言
語
芸
術
の
よ
う
な
も
の
に
関
す
る
批

評
的
言
説
に
現
れ
る
「
本
色
」
と
い
う
語
に
即
し
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
多
義
性
に
翻
弄
さ
れ
、
考
察
の
過
程
で
意
味
の
認
定
と
そ
の
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一
二
四

根
拠
を
混
同
し
か
ね
な
い
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
言
語
芸
術
の
よ
う
な
も
の
と
は
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
批
評
的
言
説
で
あ
れ
ば
、
意
味

を
い
く
ら
か
見
極
め
や
す
い
と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
画
論
の
よ
う
な
言
説
に
あ
っ
て
は
、「
本
色
」
と
い
う
語
は
多
く
の
場
合
「
も
と

の
色
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
の
理
由
で
、
検
討
の
材
料
を
選
び
に
く
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
特
に
書
論
に
着
目
し
て
み

た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
こ
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む　

す　

び

　

ざ
っ
と
整
理
す
れ
ば
、
李
流
芳
の
言
説
の
存
在
に
よ
り
、「
本
色
」
と
い
う
語
は
個
々
の
表
現
者
の
持
ち
味
と
し
て
の
「
本
来
性
」
や

「
ら
し
さ
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
属
性
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
「
本
色
」
と
い
う
語
で

マ
イ
ナ
ス
価
を
以
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
、
あ
り
得
た
と
考
え
た
。
特
に
、
そ
の
意
味
で
の
「
本
色
」
に
マ
イ
ナ
ス
価
が
認
め
ら
れ
た
こ
と

は
重
要
か
も
し
れ
な
い
。「
本
色
論
」
に
関
す
る
筆
者
の
近
年
の
検
討
に
は
、
そ
れ
な
り
の
具
体
性
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
も
な

る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
に
お
け
る
検
討
は
、
筆
者
が
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
の
条
件
に
大
き
く
関
わ
る
と
言
え
る
も
の
の
、「
本
色
論
」
そ
の
も
の
に
は
直

接
の
関
係
が
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、「
本
色
」
と
い
う
語
の
多
義
性
を
考
え
つ
つ
「
本
色
論
」
の
検
討
を
続
け
る
上
で
多
少
な
り
と

も
意
味
が
あ
る
と
考
え
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

※　

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
「
中
国
古
典
戯
曲
の
「
本
色
」
と
「
通
俗
」
～
明
清
代
に
お
け
る
上
演
向
け
伝
奇
の
総
合
的
研
究
」

（
平
成
二
九
～
三
三
年
度
、
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
課
題
番
号
・
一
七
Ｈ
〇
二
三
二
七
、
研
究
代
表
者
・
千
田
大
介
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

（
1
）	

拙
論
「
李
開
先
『
西
野
春
遊
詞
序
』
に
つ
い
て
」『
中
国
都
市
芸
能
研
究
』
第
十
六
輯
、
中
国
都
市
芸
能
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
。



（
2
）	
拙
論
「
王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
『
本
色
』
に
つ
い
て
」『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
言
語
・
文
学
・
文
化
一
二
三
、
中
央
大
学
文
学

部
、
二
〇
一
九
年
。

（
3
）	
李
流
芳
『
檀
園
集
』（
台
湾
国
家
図
書
館
所
蔵
崇
禎
二
年
刊
本
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
）
巻
十
二
、
12
b －

13
a
。
原

文
（
句
読
は
引
用
者
）／
學
書
貴
得
其
用
筆
之
意
。
不
專
以
臨
摹
形
似
為
工
。
然
不
臨
摹
則
與
古
人
不
親
。
用
筆
結
體
終
不
能
去
其
本
色
。
摹
書
然
後

知
古
人
難
到
。
尺
尺
寸
寸
而
規
之
。
求
其
肖
而
愈
不
可
得
。
故
學
者
患
苦
之
。
然
以
為
某
書
某
書
則
不
肖
。
去
自
書
則
遠
矣
。
故
多
摹
古
帖
而
不
苦

其
難
。
自
漸
去
本
色
。
以
造
入
古
人
堂
奥
也
。

（
4
）	

ち
な
み
に
、
管
見
の
限
り
、
李
流
芳
は
「
遊
虎
丘
小
記
」（『
檀
園
集
』、
巻
八
）
に
お
い
て
も
、「
江
南
臥
遊
冊
題
詞　

虎
丘
」（
同
、
巻
十
一
）
に

お
い
て
も
、「
本
色
」
と
い
う
語
を
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
た
だ
し
、
と
も
に
プ
ラ
ス
価
）。

一
二
五

「
本
色
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て

―
書
論
を
参
考
に
（
材
木
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）


