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史
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論

玄
宗
楊
貴
妃
㞍
の
分
析

川

田

耕

1

問
題
の
所
在
と
研
究
方
法

愛
情
と
い
う
も
の
を
、
あ
る
程
度
以
上
持
続
性
の
あ
る
人
間
相
互
の
共
感
的
・
共
同
的
な
情
熱
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
意

味
で
の
愛
情
は
、
人
類
史
の
な
か
で
最
も
長
く
継
続
的
な
社
会
的
・
文
化
的
発
展
を
続
け
て
き
た
中
国
社
会
の
な
か
で
、
ど
の
よ

う
に
見
出
さ
れ
、
表
現
さ
れ
、
経
験
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
わ
け
て
も
、
異
性
間
の
性
愛
的
な
愛
情
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

異
性
間
の
愛
情
は
、
欧
州
で
は
中
世
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
⽛
発
見
⽜
さ
れ
た
の
ち
次
第
に
一
般
化
し
た
、
と
多
く
の
歴
史
学

者
た
ち
が
主
張
し
て
き
た
。
親
子
の
情
愛
も
、
古
い
文
献
に
は
奇
妙
な
ほ
ど
わ
ず
か
し
か
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
日
の
私
た
ち

が
思
う
よ
う
な
、
親
が
子
供
を
大
人
と
異
な
る
特
別
な
存
在
と
し
て
可
愛
が
る
文
化
が
生
ま
れ
一
般
化
す
る
の
は
近
世
以
降
で
あ

る
と
も
い
う
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
モ
ー
リ
ス
・
ド
マ
は
、
欧
州
に
お
け
る
男
同
士
の
友
情
と
異
性
間
の
恋
愛
・
愛
情
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に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
み
て
い
る
。
恋
愛
は
、
中
世
の
異
教
的
な
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
う
た
い
あ
げ
ら
れ

て
以
降
、
も
は
や
罪
深
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
入
っ
て
も
な
お
さ
し
て
値
打
ち
の
あ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
紳
士
に
と
っ
て
は
男
同
士
の
友
情
の
方
が
遥
か
に
意
義
あ
る
も
の
で
、
彼
ら
の
間
で
は
女
嫌
い
や
結
婚
へ
の
嫌

悪
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
夫
婦
間
の
持
続
的
な
愛
情
が
望
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
十
七
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
で
、
次
第
に
結
婚
の
前
提
に
恋
愛
が
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
結
婚
に
結
び
つ
か
な
く
て
も

恋
愛
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
の
は
さ
ら
に
遅
れ
た(1)。

こ
う
し
た
欧
州
の
歴
史
家
た
ち
の
主
張
に
社
会
学
者
も
共
鳴
し
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
愛
情
の
よ
う
な
基
幹
的
な
は
ず
の

感
情
で
す
ら
も
歴
史
的
に
創
ら
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
と
い
う
存
在
が
骨
の
髄
ま
で
社
会
的
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
い
う
わ

け
だ
。
な
か
で
も
、
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
は
、
欧
州
に
お
け
る
愛
情
の
発
見
の
社
会
的
・
心
理
的
な
連
関
を
説
明
し
え
る
明

快
な
仮
説
を
示
し
た
。
エ
リ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、
近
世
前
後
の
十
三
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
五
百
年
に
わ
た
る
大
規
模
な
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
ー
の
変
化
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
⽛
文
明
化
の
過
程
⽜、
す
な
わ
ち
⽛
個
々
の
人
間
に
幼
い
と
き
か
ら
正
確
に
規
制
さ
れ
た
絶

え
ざ
る
自
己
抑
制
を
習
慣
づ
け
る
社
会
の
型
づ
く
り
装
置
が
生
ま
れ
て
く
る(2)⽜
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
歴
史
的
・
心
理
的
な
過
程

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
過
程
は
、
暴
力
の
独
占
体
と
し
て
の
集
権
的
な
国
家
の
形
成
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
。

暴
力
を
奪
わ
れ
た
男
性
宮
廷
人
た
ち
は
、
男
ら
し
い
荒
々
し
く
攻
撃
的
な
行
動
の
パ
タ
ー
ン
を
捨
て
て
、
ご
婦
人
方
に
も
好
ま
れ

る
よ
う
に
、
マ
ナ
ー
と
評
判
に
気
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
様
式
が
市
民
・
大
衆
層
に
も
徐
々
に
拡

大
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。
欧
州
の
感
情
の
歴
史
家
た
ち
も
、
感
情
の
歴
史
の
社
会
的
背
景
を
説
明
す
る
さ
い
に
、
エ
リ
ア

ス
の
こ
の
大
き
な
図
式
を
利
用
し
ほ
ぼ
追
認
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
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⽛
公
権
力
が
唯
一
、
暴
力
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
⽜
と
⽛
規
制
は
自
己
と
同
化
し
、
自
己
規
制
と
な
る
⽜。
そ
の
よ

う
な
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
が
自
己
規
制
の
強
化
と
汎
化
を
も
た
ら
し
、⽛
感
情
的
な
現
象
は
明
示
さ
れ
、
感
情
の
存
在
密
度
が

高
ま
る
。
そ
の
言
葉
の
意
味
は
も
っ
と
深
ま
り
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
さ
え
複
雑
化
し
続
け
る
。
つ
い
で
身
体
的
な
印
の
な
い

⽛
内
面
の
⽜
動
き
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
に
な
る(3)⽜。
現
代
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
多
様
性
へ
の
認
識
の
拡
大
は
、
こ
う

し
た
愛
情
の
社
会
的
な
歴
史
性
と
い
う
見
解
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る(4)。

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
の
東
ア
ジ
ア
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
今
日
当
然
の
も
の
と
さ
れ
る
親
子
の
あ
い
だ
の
情
愛
に

相
当
す
る
も
の
は
東
ア
ジ
ア
で
も
古
い
文
献
に
は
ま
れ
に
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
、
異
性
愛
的
な
関
係
は
、⽝
詩
経
⽞

や
⽝
万
葉
集
⽞
の
最
初
か
ら
最
も
あ
り
き
た
り
な
テ
ー
マ
で
、
中
国
の
四
大
民
間
説
話
や
日
本
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
な
ど
も
、
み

な
異
性
へ
の
愛
情
や
執
着
を
、
し
ば
し
ば
現
世
で
は
報
わ
れ
な
い
感
情
を
、
物
語
的
に
表
現
し
歓
迎
さ
れ
た
。

だ
と
す
る
と
、
異
性
愛
的
な
愛
情
は
や
は
り
人
類
に
普
遍
的
で
、
中
世
の
欧
州
は
キ
リ
ス
ト
教
の
抑
圧
で
歪
ん
で
い
た
、
と
い

っ
た
仮
説
も
あ
り
え
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
異
性
的
な
愛
情
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
自
覚

す
る
と
い
う
現
象
は
、
や
は
り
歴
史
の
あ
る
段
階
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
消
え
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
社
会
的
・
人
為
的
な

構
築
物
と
い
う
側
面
が
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
社
会
的
・
心
理
的
な
連
関
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
異
性
愛
的
な
愛
情
の
早
期
の
発

生
・
発
見
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。
中
国
で
は
欧
州
よ
り
も
か
な
り
早
い
段
階
で
独
裁
的
で
集
権
的
な

国
家
が
形
成
さ
れ
、
皇
帝
の
周
り
を
膨
大
な
官
僚
た
ち
が
取
り
巻
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
集
権
化
は
早
く
も
紀
元
前

の
秦
に
は
じ
ま
り
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
宋
代
以
降
に
は
、
広
大
で
強
力
な
中
央
集
権
国
家
が
生
ま
れ
た
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
集
権
的
な
国
家
形
成
が
、
唯
一
の
原
因
で
は
な
い
に
し
て
も
最
も
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
、
エ
リ
ア
ス
の
い
う
文
明
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化
に
類
似
し
た
現
象
と
そ
れ
に
と
も
な
う
愛
情
の
特
権
化
が
早
く
に
起
こ
っ
た
と
想
定
し
た
と
し
て
も
と
く
に
突
飛
な
こ
と
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
社
会
学
的
で
も
あ
る
問
題
意
識
と
仮
説
を
も
っ
て
、
中
国
で
最
も
著
名
な
物
語
の
一
つ
と
し
て
語
り
継
が

れ
て
き
た
、
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
す
る
物
語
、
す
な
わ
ち
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
を
と
り
あ
げ
る
。
玄

宗
(六
八
五
ᴷ
七
六
二
)と
楊
貴
妃
(七
一
九
ᴷ
七
五
六
)は
、
い
う
ま
で
も
な
く
盛
唐
の
実
在
の
人
物
で
あ
る
が
、〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉

は
、
楊
貴
妃
の
死
後
お
よ
そ
五
十
年
後
、
中
唐
の
詩
人
白
居
易
(七
七
二
ᴷ
八
四
六
)の
⽛
長
恨
歌
⽜
(八
〇
六
年
)に
よ
っ
て
最
初
に

結
晶
化
し
、
そ
の
後
演
劇
を
中
心
に
発
展
し
清
代
ま
で
変
異
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
大
衆
の
要
望
に
応
え
て

き
た
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
分
析
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
の
文
化
的
文
脈
に
も
目
を
配
り
、
中
国
に
お

い
て
異
性
愛
的
な
愛
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
の
か
跡
付
け
分
析
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
国
家
的
・
社
会
的
・
心
理
的
な
連
関
の
な
か
で
生
ま
れ
価
値
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
も
仮
説
的
な
見
通
し
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
研
究
の
方
法
論
的
な
立
場
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
大
衆
的
な
文
化
的
産
物
に
は
、

作
者
だ
け
で
は
な
く
そ
の
受
け
手
た
ち
の
意
識
的
・
無
意
識
的
な
感
情
、
と
く
に
日
常
生
活
の
な
か
で
は
満
た
さ
れ
が
た
い
願
望

が
色
濃
く
織
り
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
的
産
物
を
社
会
的
・
文
化
的
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
適
切
に
分

析
す
れ
ば
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
あ
る
程
度
共
有
す
る
感
情
や
願
望
を
読
み
取
る
こ
と
が
一
定
程
度
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
昔
話
の
よ
う
な
民
間
で
語
り
継
が
れ
た
物
語
は
、
そ
の
表
面
的
な
わ
か
り
や
す
さ
と
は
裏
腹
に
人
間
の
複
雑

で
微
妙
な
、
し
か
し
と
き
に
あ
か
ら
さ
ま
な
感
情
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
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る
の
は
、
昔
話
や
演
劇
な
ど
大
衆
的
な
文
化
的
産
物
に
お
い
て
は
、
社
会
的
な
規
範
を
表
向
き
は
尊
重
す
る
が
、
そ
の
物
語
全
体

に
お
い
て
社
会
的
規
範
に
た
い
す
る
願
望
充
足
的
な
侵
犯
と
反
抗
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
本
稿
は
、

こ
う
し
た
方
法
論
・
見
通
し
に
基
づ
い
て
、〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
を
分
析
す
る(5)。

な
お
、〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
文
献
的
な
調
査
は
文
学
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
か
な
り
精
密
に
行
わ
れ
、
そ
の
文
学
史
的
な
意

義
に
つ
い
て
も
、
な
か
で
も
⽛
長
恨
歌
⽜
に
つ
い
て
は
、
相
当
な
数
の
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
既

存
の
研
究
成
果
に
多
く
を
負
う
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
と
仮
説
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
検
討
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た(6)。

2

⽛
長
恨
歌
⽜
と
そ
の
独
創
性

〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
嚆
矢
と
な
る
⽛
長
恨
歌
⽜
は
、
白
居
易
に
よ
っ
て
八
〇
六
年
に
つ
く
ら
れ
た
。
詩
の
形
式
は
七
言
古
詩
、

百
二
十
句
、
八
百
四
十
文
字
か
ら
な
る
。
楽
天
白
居
易
は
当
時
す
で
に
大
衆
的
な
人
気
を
誇
る
詩
人
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け

⽛
長
恨
歌
⽜
は
す
ぐ
に
人
々
に
愛
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
白
の
没
後
、
皇
帝
宣
宗
は
⽛
童
子
も
よ
く
吟
ず
長
恨
の
曲
⽜
と
追
悼

す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。⽛
長
恨
歌
⽜
を
は
じ
め
と
す
る
楽
天
の
詩
は
唐
を
超
え
て
、
ベ
ト
ナ
ム
や
朝
鮮
を
含
め
た
周
辺
の

漢
字
文
化
圏
に
広
く
深
く
受
容
さ
れ
、
と
り
わ
け
平
安
朝
の
日
本
で
の
受
容
は
他
の
い
か
な
る
詩
人
に
も
増
し
て
著
し
か
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
⽝
源
氏
物
語
⽞
に
も
濃
い
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。⽛
長
恨
歌
⽜
の
詩
作
の
背
後
に
は

楊
貴
妃
・
玄
宗
の
死
後
に
語
ら
れ
た
口
碑
的
な
伝
承
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
具
体
的
な
記
録
は
な
い
。
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全
文
と
そ
の
分
析
を
こ
こ
で
示
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
こ
の
叙
事
的
な
詩
の
梗
概
を
前
半
と
後

半
に
分
け
て
記
す
と
と
も
に
、
最
後
の
八
句
の
み
原
文
と
そ
の
日
本
語
訳
を
示
す(7)。

前
半
：
美
人
を
求
め
た
玄
宗
が
楊
家
の
娘
を
後
宮
に
入
れ
、
三
千
の
妃
た
ち
を
さ
し
お
い
て
楊
貴
妃
だ
け
を
寵
愛
す
る
よ
う

に
な
り
、
祭
り
事
を
疎
か
に
し
て
貴
妃
と
終
日
遊
楽
に
興
じ
た
。
反
乱
が
突
然
起
こ
り
夢
は
敗
れ
、
六
軍
は
動
か
な

く
な
り
、
貴
妃
は
馬
嵬
に
亡
く
な
り
、
皇
帝
は
血
の
涙
を
流
し
た
。

後
半
：
時
は
め
ぐ
り
玄
宗
は
帝
都
に
戻
っ
た
が
、
貴
妃
の
不
在
の
悲
し
み
に
苦
し
む
。
貴
妃
の
魂
魄
は
夢
の
な
か
に
も
出
て

こ
な
い
。
方
士
に
命
じ
て
海
上
の
仙
山
に
行
か
し
め
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
の
よ
う
に
美
し
い
楊
貴
妃
が
現
れ
て
、
方

士
は
玄
宗
へ
の
言
葉
を
賜
っ
た
。

最
後
の
八
句
：
臨
別
殷
勤
重
寄
詞

詞
中
有
誓
両
心
知

七
月
七
日
長
生
殿

夜
半
無
人
私
語
時

在
天
願
作
比
翼
鳥

在
地
願
為
連
理
枝

天
長
地
久
有
時
尽

此
恨
綿
綿
無
絶
期

(日
本
語
訳
)別
れ
に
あ
た
っ
て
、
丁
寧
に
重
ね
て
言
葉
を
送
る
。
そ
の
言
葉
の
中
に
ふ
た
り
だ
け
に
分
か
る
誓
い
の
言
葉
が

あ
っ
た
。
七
月
七
日
、
長
生
殿
。
誰
も
い
な
い
夜
中
、
親
し
く
語
っ
た
時
。
天
に
あ
っ
て
は
、
願
わ
く
は
比
翼
の
鳥
と
な
り
、

地
に
あ
っ
て
は
、
願
わ
く
は
連
理
の
枝
と
な
る
。
天
地
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
が
、
い
つ
か
は
尽
き
る
時
が
あ
る
。
し

か
し
こ
の
悲
し
み
は
綿
々
と
、
永
遠
に
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、⽛
長
恨
歌
⽜
は
、
こ
の
世
界
で
の
親
密
で
互
恵
的
な
関
係
が
現
世
で
の
死
の
運
命
を
超
え
て
続
き
え
る
、
と
い

う
幻
想
的
な
永
続
性
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、⽛
長
恨
歌
⽜
は
、
こ
の
異
性
愛
的
な
永
遠
性

の
ビ
ジ
ョ
ン
が
何
に
も
ま
し
て
美
し
い
こ
と
を
詩
的
言
語
に
よ
っ
て
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、

中
国
の
歴
史
に
お
い
て
記
録
に
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も
最
後
の
八
句
、
と

り
わ
け
最
後
の
二
句
⽛
天
長
地
久
有
時
尽
此
恨
綿
綿
無
絶
期
⽜
は
こ
の
価
値
が
永
遠
普
遍
で
あ
る
こ
と
を
大
胆
に
う
た
い
あ
げ
、

こ
の
⽛
天
長
地
久
⽜
の
語
は
、
直
前
の
句
に
示
さ
れ
た
⽛
比
翼
⽜⽛
連
理
⽜
と
と
も
に
、
こ
の
後
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
男
女

の
愛
情
を
う
た
う
さ
い
に
、
ほ
と
ん
ど
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
熟
語
は
、
い
ず
れ
も
が
死
を
超
え
て

続
く
は
ず
の
、
男
女
の
つ
な
が
り
を
意
味
し
て
い
る
。

3

⽛
長
恨
歌
⽜
以
前
の
異
性
愛
的
な
愛
情
の
伝
統

⽛
長
恨
歌
⽜
に
み
ら
れ
る
異
性
愛
的
な
愛
情
の
称
揚
は
、
欧
州
に
お
け
る
愛
の
発
見
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー

ル
の
詩
人
た
ち
ᴷ
ど
ち
ら
も
長
詩
と
い
う
文
学
形
式
で
あ
る
ᴷ
に
た
い
し
て
、
お
よ
そ
三
〇
〇
年
か
ら
四
〇
〇
年
ほ
ど
も
先
立
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
伝
統
は
、
散
発
的
と
は
い
え
、
中
国
で
は
さ
ら
に
遡
れ
る
の
で
あ
っ
て
、⽛
長
恨
歌
⽜
以
前
に
、

死
を
超
え
て
永
続
す
る
、
と
ま
で
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
あ
る
程
度
持
続
性
の
あ
る
男
女
の
愛
情
が
ま
っ
た
く
表
現
さ
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
主
に
二
つ
の
系
統
の
文
化
的
表
現
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。
な
お
、
中
国
最
古
の
詩
集
で
あ
る
⽝
詩
経
⽞
に

も
⽛
偕
老
⽜
(と
も
に
年
を
と
る
ま
で
一
緒
に
い
る
こ
と
)を
願
う
詩
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
偕
老
を
願
う
の
は
主
に
女
で
、
男
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が
願
う
詩
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
し
か
も
、
偕
老
を
願
う
詩
は
女
の
恨
み
の
詩
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。⽛
長
恨
歌
⽜
に
お
け
る
玄
宗

の
よ
う
に
、
特
定
の
異
性
と
の
永
遠
の
つ
な
が
り
を
願
う
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
⽝
詩
経
⽞
に
は
ほ
ぼ
み
ら
れ
な
い
。

記
録
の
残
る
か
ぎ
り
で
最
初
に
、
男
女
の
親
密
な
関
係
が
永
遠
で
あ
り
え
る
と
い
う
幻
想
を
表
現
し
た
の
は
、
漢
代
ま
で
に
は

あ
る
程
度
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
七
夕
の
物
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
物
語
で
は
、
織
女
と
牽
牛
の
関
係
が
永
遠
だ
と
直

接
的
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
銀
河
で
隔
て
ら
れ
た
二
人
が
会
え
る
の
は
一
年
に
一
度
だ
け
だ
と
語
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
老

い
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
な
く
永
遠
に
再
会
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
幻
想
を
も
た
ら
し
え
た
と
考
え
ら
れ
る(8)。
そ
し
て
、

男
女
の
永
遠
性
を
幻
視
さ
せ
る
貴
重
な
物
語
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
七
夕
㞍
が
、
七
夕
の
誓
い
と
い
う
か
た
ち
で
、⽛
長
恨
歌
⽜

の
物
語
的
な
核
心
部
分
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

七
夕
㞍
以
外
で
、⽛
長
恨
歌
⽜
に
先
立
っ
て
、
男
女
相
互
の
性
愛
的
な
関
係
の
永
続
性
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

の
は
、
い
わ
ゆ
る
⽛
韓
朋
⽜
(⽛
韓
憑
⽜)系
統
の
民
間
伝
承
的
な
物
語
で
あ
る
。⽛
長
恨
歌
⽜
の
最
後
に
で
て
く
る
⽛
連
理
⽜
と
い

う
言
葉
も
元
来
は
こ
の
物
語
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う(9)。
こ
の
系
統
の
民
間
説
話
で
早
期
に
記
録
さ
れ
た
も
の
が
、⽝
捜
神
記
⽞

(六
朝
時
代
)の
⽛
相
思
樹
⽜
で
あ
る
。

(あ
ら
す
じ
)宋
の
康
王
の
舎
人
で
あ
っ
た
韓
憑
が
何
氏
を
娶
っ
た
が
、
美
人
で
あ
っ
た
た
め
康
王
が
そ
れ
を
横
取
り
し
て
し

ま
っ
た
。
憑
が
こ
れ
を
憎
ん
だ
た
め
、
王
は
憑
を
逮
捕
し
て
城
壁
の
人
夫
と
し
た
。
何
氏
は
密
か
に
憑
に
暗
号
の
手
紙
を
送

り
、
自
害
の
意
志
を
示
す
。
王
は
そ
の
手
紙
を
手
に
入
れ
て
意
味
を
悟
っ
た
。
韓
憑
は
自
殺
し
た
。
妻
は
腐
っ
た
服
を
き
て
、

王
と
と
も
に
塔
に
登
っ
た
と
き
、
身
を
投
げ
た
。
左
右
の
も
の
が
止
め
よ
う
と
し
た
が
、
服
が
破
れ
て
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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遺
書
に
は
、⽛
王
は
生
き
て
い
る
私
を
利
用
し
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
は
死
ん
で
か
ら
は
自
分
の
た
め
に
役
立
て
た
い
と
思

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
遺
体
は
憑
と
合
葬
し
て
く
だ
さ
い
⽜
と
あ
る
。
怒
っ
た
王
は
二
人
を
別
々
の
場
所
に
埋
葬
さ
せ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
墓
か
ら
伸
び
た
樹
木
の
根
と
枝
が
互
い
に
交
錯
し
た
。
つ
が
い
の
鴛
鴦
が
そ
の
樹
木
を
ね
ぐ
ら
と
し
て
、
首
を
差

し
交
え
な
が
ら
悲
し
げ
に
鳴
い
て
い
る
。
宋
の
国
の
人
々
は
、
そ
の
木
を
⽛
相
思
樹
⽜
と
名
付
け
た
。
南
方
の
人
は
韓
憑
夫

婦
の
精
魂
が
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
睢
陽
に
は
憑
が
つ
く
っ
た
城
と
二
人
の
こ
と
を
歌
っ
た
歌
が
い
ま
も
残

っ
て
い
る
と
い
う(10
)。

韓
朋
系
統
の
物
語
は
、
戦
国
時
代
か
ら
宋
の
地
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
歌
謡
と
し
て
流
伝
し
て
い
た
、
と
さ
れ
る(11
)。

な
お
、
こ
れ
と
類
似
し
た
話
を
う
た
っ
た
も
の
に
長
詩
⽛
焦
仲
卿
の
妻
の
為
に
作
る
⽜
が
あ
る
。
こ
れ
は
、⽝
玉
台
新
詠
集
⽞
(南

朝
陳
の
徐
陵
の
撰
)に
あ
り
、
後
漢
末
の
建
安
年
間
の
実
話
を
無
名
氏
が
う
た
っ
た
、⽛
孔
雀
東
南
飛
⽜
と
も
題
さ
れ
る
詩
で
あ
る
。

⽛
焦
歌
⽜
と
い
う
民
間
歌
謡
に
起
源
が
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
。
母
の
嫁
い
び
り
の
せ
い
で
、
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ

た
小
役
人
の
焦
仲
と
そ
の
妻
蘭
芝
が
心
中
す
る
話
で
、
結
末
は
韓
憑
の
物
語
と
同
様
に
、
二
人
が
合
葬
さ
れ
た
場
所
に
植
え
ら
れ

た
二
本
の
木
の
枝
が
互
い
に
絡
ま
り
あ
う
、
と
い
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
系
統
に
共
通
す
る
の
は
、
理
不
尽
に
引
き
裂
か
れ
た
夫
婦
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
再
結
合
す
る
、
と
い
う
テ
ー

マ
で
あ
る
。
七
夕
で
は
天
上
で
永
遠
に
続
く
再
会
が
、
韓
朋
系
統
で
は
、
死
後
に
お
け
る
再
結
合
の
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は
ま
さ
に
⽛
長
恨
歌
⽜
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
人
が
死
ぬ
と
⽛
魂
⽜
(の
類
)が
肉
体
を
離
れ
る
と

い
う
観
念
は
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
か
な
り
広
く
み
ら
れ
、
中
国
社
会
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
、⽛
魂
魄
⽜
が
肉
体
を
離
れ
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る
可
能
性
が
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
中
国
で
は
、
強
い
感
情
の
持
続
が
身
体
か
ら
魂
の
分
離
を
も
た
ら
す
、
と
い
っ
た

発
想
も
、⽝
楚
辞
⽞
の
⽛
離
騒
⽜
を
初
め
と
し
て
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
死
後
に
何
ら
か
の
か
た

ち
で
男
女
(の
魂
)が
再
会
し
再
び
結
び
つ
く
、
と
い
っ
た
思
想
は
決
し
て
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
中
国
社
会
に
お
い
て
は
む

し
ろ
、
死
後
の
魂
は
祖
廟
に
祀
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
儒
教
的
な
考
え
方
が
唐
代
に
お
い
て
も
す
で
に
主
流
で
あ
っ
た
。
七
夕
㞍
や

韓
朋
系
統
の
物
語
は
、
そ
う
し
た
支
配
的
な
霊
魂
観
に
反
す
る
ま
れ
な
例
で
、⽛
長
恨
歌
⽜
は
、
こ
の
散
発
的
に
存
在
し
て
い
た

死
後
の
再
結
合
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
最
初
に
結
晶
化
さ
せ
た
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

異
性
愛
的
な
物
語
に
潜
む
秩
序
転
覆
性

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
異
性
愛
的
な
物
語
に
は
共
通
し
て
、
国
家
・
社
会
秩
序
に
た
い
す
る
か
な
り
明
確
な

反
抗
の
志
向
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
唐
代
の
中
国
社
会
で
は
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
社
会
の
集
権
化
が
す
す
み
つ
つ
あ
っ
た
。
儒
教
を
軸
と
し
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
人
々
の
関
係
を
権
力
的
に
序
列
化
す
る
傾
向
が
強
ま
り
、
と
く
に
支
配
層
を
形
成
し
た
い
わ
ゆ
る
士
大
夫

た
ち
に
お
い
て
は
儒
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
潤
が
進
ん
で
、
父
と
子
、
夫
と
妻
、
貴
官
と
庶
民
な
ど
の
あ
い
だ
に
権
力
的
・

道
徳
的
な
上
下
関
係
が
あ
る
の
は
当
然
の
前
提
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
宋
代
以
降
の
集
権
化
に
比
べ
れ
ば
牧
歌
的
・
分
権
的
な
部
分

も
残
し
て
い
た
し
、
社
会
が
物
質
的
・
経
済
的
に
豊
か
に
な
る
な
か
で
、
上
流
階
級
の
人
々
を
は
じ
め
と
し
て
、
遊
楽
の
文
化
が

と
り
わ
け
首
都
長
安
で
花
開
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
士
大
夫
た
ち
の
意
識
に
お
い
て
は
、
価
値
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が
あ
る
の
は
国
家
・
君
主
へ
の
貢
献
や
親
孝
行
、
あ
る
い
は
男
同
士
の
友
情
で
あ
っ
て
、
女
の
存
在
や
、
女
と
の
関
係
と
い
う
も

の
は
、
子
ど
も
の
そ
れ
ら
と
同
様
に
、
さ
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
最
初
に
ふ
れ
た
欧
州
の
ル

ネ
サ
ン
ス
期
・
近
世
の
社
会
的
・
文
化
的
状
況
と
よ
く
似
て
い
る
。

⽛
長
恨
歌
⽜
に
先
立
つ
異
性
愛
の
物
語
で
あ
る
韓
朋
系
の
物
語
に
は
こ
う
し
た
社
会
秩
序
に
た
い
す
る
反
抗
が
明
瞭
で
あ
る
。

⽛
焦
仲
⽜
で
は
、
ど
ん
な
に
理
不
尽
で
あ
っ
て
も
息
子
も
嫁
も
父
母
に
逆
ら
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

道
徳
に
た
い
し
て(12
)、
二
人
は
自
死
と
い
う
か
た
ち
で
一
種
の
反
抗
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。⽛
韓
朋
⽜
で
は
こ
の
反
抗
性
が

い
っ
そ
う
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。
何
氏
は
、
王
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
、
王
と
馴
染
ま
ず
、
密
か
に
暗
号
の
手
紙
を
送
り
、
腐
っ
た

服
で
あ
ざ
む
き
、
毅
然
と
し
た
遺
書
を
残
し
、
最
後
に
は
王
の
意
向
に
逆
ら
う
よ
う
に
根
と
枝
が
伸
び
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高

権
力
者
で
あ
る
王
に
た
い
し
て
、
本
来
何
の
権
威
も
も
た
い
な
い
女
が
毅
然
と
し
て
一
貫
し
て
刃
向
か
う
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
民
間
説
話
(に
起
源
を
も
つ
物
語
)に
は
常
識
を
覆
す
よ
う
な
意
外
性
を
楽
し
む
部
分
が
よ
く
み
ら
れ
も
の
だ

が
、
そ
れ
は
時
に
、
秩
序
へ
の
反
抗
の
志
向
を
明
確
に
も
ち
、
中
国
で
は
と
く
に
そ
の
傾
向
が
つ
よ
く
み
ら
れ
る
。⽛
四
大
民
間

説
話
⽜
の
な
か
で
も
古
い
起
源
を
も
つ
と
さ
れ
る
⽛
孟
姜
女
⽜
系
統
の
民
間
説
話
に
お
い
て
も
、
王
と
の
対
決
が
描
か
れ
、
王
は
、

説
話
の
発
展
の
な
か
で
始
皇
帝
に
代
わ
る
。
孟
姜
女
は
、
始
皇
帝
の
た
め
に
死
ん
だ
夫
の
悲
運
を
嘆
い
て
、
そ
の
涙
で
万
里
の
長

城
を
崩
す
の
で
あ
る
。
と
く
に
近
世
(宋
代
か
ら
清
代
)に
入
る
と
中
国
で
は
、
民
間
説
話
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
社
会
秩
序
(時
に

王
・
皇
帝
)と
の
対
決
を
描
く
も
の
が
、⽛
十
人
兄
弟
⽜⽛
百
鳥
衣
⽜
の
系
統
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
次
第
に
増
え
て
い
く(13
)。

⽛
長
恨
歌
⽜
に
は
、⽛
韓
朋
⽜
や
⽛
孟
姜
女
⽜
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
皇
帝
・
王
に
た
い
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
反
抗
は
描
か
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
そ
の
表
現
す
る
世
界
が
全
体
と
し
て
当
時
の
社
会
秩
序
に
た
い
す
る
あ
る
種
の
反
抗
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
は
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明
ら
か
で
あ
る
。
至
高
の
権
力
を
も
つ
皇
帝
が
、
微
賤
の
出
の
女
に
そ
の
生
前
も
死
後
も
恋
々
と
執
着
す
る
、
と
い
う
か
つ
て
な

い
物
語
上
の
大
き
な
構
図
自
体
が
明
確
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
性
を
も
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
長
恨
歌
の
大
衆
的
な
人
気
の
一
端
が
あ
ろ

う
。
詩
の
な
か
で
も
、⽛
遂
に
天
下
の
父
母
た
ち
は
、
男
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
、
女
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
重
ん
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
⽜
と
男
女
の
秩
序
が
反
転
し
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、⽛
長
恨
歌
⽜
が
織
り
込
ん
で
い
る
歴
史
的
事

実
は
、
安
禄
山
の
乱
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
国
家
秩
序
に
た
い
す
る
文
字
通
り
の
反
抗
と
転
覆
で
あ
っ
た
。
全
盛
を
誇
っ
た
唐
朝
が

そ
れ
に
よ
っ
て
一
夜
に
し
て
倒
壊
す
る
と
い
う
歴
史
の
転
変
が
、⽛
長
恨
歌
⽜
を
含
め
た
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
主
題
で
は
な
い

に
し
て
も
、
そ
れ
を
魅
力
的
に
し
て
い
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
の
は
間
違
い
が
な
い
。
つ
ま
り
、⽛
長
恨
歌
⽜
は
、
異
性
愛
の
永

遠
性
を
主
題
と
し
な
が
ら
も
、
皇
帝
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
逆
転
、
男
と
女
の
逆
転
、
さ
ら
に
い
え
ば
現
世
と
来
世
の
逆
転
、
と

い
っ
た
か
た
ち
で
、
社
会
秩
序
に
た
い
す
る
多
重
の
価
値
的
な
反
抗
と
象
徴
的
な
転
覆
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
抗
・
転
覆
性
は
、
集
権
化
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
唐
代
に
あ
っ
て
は
、⽛
長
恨
歌
⽜
だ
け
で
は
な
く
、⽛
唐
代
伝
奇
⽜

と
総
称
さ
れ
る
一
群
の
物
語
の
な
か
に
も
、
か
な
り
み
ら
れ
る
。
唐
代
伝
奇
は
、
民
間
に
伝
わ
っ
て
い
た
伝
承
に
基
づ
い
て
知
識

人
が
書
き
直
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
男
女
の
関
係
を
主
題
と
し
、
し
ば
し
ば
女
の
主
人
公
の
力
強
く
持
続
的
な
愛

情
が
男
の
主
人
公
を
救
済
す
る
、
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
プ
ロ
ッ
ト
自
体
、
儒
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

⽛
李
娃
伝
⽜⽛
霍
小
玉
伝
⽜⽛
鶯
鶯
伝
⽜⽛
李
章
武
伝
⽜
な
ど
、
そ
う
し
た
種
類
の
反
抗
性
・
転
覆
性
の
目
立
つ
注
目
す
べ
き
唐
代

伝
奇
は
他
に
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
⽛
離
魂
記
⽜
に
簡
単
に
ふ
れ
よ
う
。
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(あ
ら
す
じ
)衡
州
に
住
ん
で
い
た
役
人
張
鎰
に
は
心
も
器
量
も
優
れ
た
娘
婧
娘
が
い
た
が
、
甥
の
王
宙
が
聡
明
で
容
貌
も
美

し
か
っ
た
の
で
、
父
は
娘
を
嫁
に
や
ろ
う
と
常
に
言
っ
て
、
二
人
は
ね
て
も
さ
め
て
も
思
い
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
二
人
の
気
持
ち
を
知
ら
な
い
父
は
、
同
僚
に
求
め
ら
れ
て
、
娘
の
結
婚
を
取
り
決
め
て
し
ま
っ
た
。
宙
は
こ
れ
を
恨
ん

で
、
転
任
に
か
こ
つ
け
て
上
京
の
旅
に
出
た
。
す
る
と
、
婧
娘
が
家
を
捨
て
て
裸
足
で
追
い
か
け
て
き
た
の
で
、
二
人
は
蜀

へ
と
奔
っ
た
。
五
年
が
た
ち
、
二
人
の
子
ど
も
に
恵
ま
れ
た
が
、
婧
娘
が
父
母
と
の
再
会
を
望
む
の
で
、
一
緒
に
衡
州
に
帰

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
鎰
は
、
娘
は
病
気
で
ず
っ
と
閨
中
に
臥
し
て
い
る
と
い
う
。
み
な
奇
異
に
思
っ
た
が
、
閨
中
に
臥
し
て

い
た
婧
娘
の
体
と
、
宙
と
と
も
に
い
た
婧
娘
の
体
と
が
、
合
し
て
一
体
と
な
っ
た(14
)。

こ
こ
で
も
、
楊
貴
妃
の
⽛
魂
⽜
と
同
様
に
、⽛
魂
⽜
(あ
る
い
は
⽛
魂
魄
⽜)が
、
恋
人
へ
の
純
粋
で
強
く
持
続
的
な
愛
情
を
体
現

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。⽛
離
魂
記
⽜
で
は
、
そ
の
持
続
的
で
強
い
情
熱
が
、
望
ま
し
い
結
婚
を
生
み
出
し
た
と
す
る
の
だ
が
、

こ
こ
に
も
あ
る
種
の
秩
序
転
覆
的
な
志
向
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
表
向
き
は
婧
娘
は
父
母
と
の
関
係
を
大
切
に
思
っ
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
行
動
の
核
心
は
婚
姻
し
て
い
な
い
男
女
の
駆
け
落
ち
、
密
通
で
あ
り
、
明
ら
か
に
社
会
的
・
家
族
的

な
規
範
を
大
胆
に
侵
犯
し
て
お
り
、
婧
娘
自
身
⽛
大
義
を
棄
て
⽜
た
と
認
め
て
い
る
。
未
婚
者
同
士
の
密
通
を
主
題
と
す
る
も
の

は
、
前
漢
の
司
馬
相
如
と
卓
文
君
の
物
語
が
最
初
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
が
、
唐
代
に
な
る
と
か
な
り
好
ま
れ
た
よ
う
で
、⽛
鶯

鶯
伝
⽜
を
は
じ
め
多
く
の
唐
代
伝
奇
が
未
婚
者
同
士
の
密
通
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
そ
し
て
プ
ロ
ッ
ト
全
体
に
お
い
て
、
婧
娘
は
夫

に
た
い
し
て
何
ら
従
属
的
な
姿
勢
を
み
せ
ず
、
終
始
主
導
権
を
握
っ
て
い
て
、
結
婚
が
成
立
す
る
の
も
親
子
が
団
円
を
迎
え
る
の

も
、
す
べ
て
妻
の
お
か
げ
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
唐
代
伝
記
と
同
様
に
唐
代
の
民
間
の
伝
承
に
部
分
的
に
基
づ
く
と
推
測
さ
れ
て
い
る
⽛
長
恨
歌
⽜
に
も
、
こ
う
し
た

同
時
代
の
伝
奇
作
品
と
共
振
し
な
が
ら
、
権
力
的
・
道
徳
的
な
秩
序
、
と
り
わ
け
国
家
的
・
家
族
的
な
規
範
秩
序
を
物
語
的
に
転

覆
し
て
い
く
志
向
が
あ
っ
て
、
そ
の
転
覆
を
支
え
、
ま
た
転
覆
か
ら
生
ま
れ
る
の
が
、
異
性
愛
的
な
関
係
に
た
い
す
る
期
待
な
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

5

悪
女
か
ら
女
神
へ
ᴷ
宋
・
元
代
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉

時
々
の
皇
帝
の
逸
話
と
い
う
も
の
は
多
く
語
ら
れ
は
し
て
も
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉

は
そ
う
で
は
な
く
、⽛
長
恨
歌
⽜
以
降
ま
す
ま
す
人
々
の
興
味
を
か
き
た
て
、
多
様
な
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
が
語
ら
れ
た
。
例
え

ば
、
宋
代
の
楽
史
(九
三
〇
ᴷ
一
〇
〇
七
)と
い
う
知
識
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
⽝
楊
太
真
外
伝
⽞
と
い
う
楊
貴
妃
の
伝
記
的
な
小
説

は
、
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
と
の
様
々
な
逸
話
を
集
成
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
玄
宗
皇
帝
の
権
力
の
絶
大
さ
や
楊
家
一
族
の
繁
栄
ぶ

り
を
誇
張
し
て
描
く
逸
話
が
数
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
は
い
か
に
も
大
衆
的
な
嗜
好
に
あ
う
も
の
で
あ
る(15
)。
楊
貴
妃
は
実
は
馬
嵬
で

は
亡
く
な
ら
ず
、
密
か
に
日
本
に
渡
っ
た
の
だ
、
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
俗
話
さ
え
生
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
様
々
に
展
開
す
る
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
に
お
い
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
楊
貴
妃
が
し
ば
し
ば
悪
女
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
安
禄
山
と
楊
貴
妃
と
の
あ
い
だ
に
秘
め
ら
れ
た
愛
人
関
係
が
あ
っ
た
、
と
い

う
モ
チ
ー
フ
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ
の
皇
帝
を
裏
切
っ
て
不
倫
を
す
る
悪
女
と
い
う
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ
は
、⽛
長
恨
歌
⽜
と

い
う
美
し
い
愛
情
の
物
語
の
生
成
と
発
展
の
う
ら
で
、
絶
え
ず
う
ご
め
い
て
い
た
よ
う
だ
。
楊
貴
妃
と
同
時
代
の
杜
甫
が
貴
妃
を
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強
く
な
じ
る
詩
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
玄
宗
の
時
代
か
ら
貴
妃
を
悪
女
と
み
な
す
こ
と
が
あ
り
、
唐
代
以
降
の
複
数
の

野
史
や
正
史
で
あ
る
⽝
新
唐
書
⽞
で
も
、
禄
山
が
楊
貴
妃
を
義
母
と
し
後
宮
に
自
由
に
出
入
り
し
、
禄
山
を
赤
ん
坊
に
見
立
て
て

楊
貴
妃
ら
が
楽
し
ん
だ
、
と
い
っ
た
楊
貴
妃
と
禄
山
の
特
殊
な
関
係
を
記
す
。
ま
た
、
南
宋
の
小
説
⽝
驪
山
記
⽞
で
は
、
禄
山
が

反
乱
を
起
こ
し
た
の
は
愛
人
で
あ
っ
た
楊
貴
妃
と
も
う
一
度
会
う
た
め
で
あ
っ
た
と
語
り
、
元
代
の
演
劇
⽝
梧
桐
雨
⽞
で
は
楊
貴

妃
が
禄
山
に
思
い
を
よ
せ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
南
宋
の
も
の
と
思
わ
れ
る
⽝
梅
妃
伝
⽞
と
い
う
劇
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
梅
妃

と
い
う
玄
宗
皇
帝
の
架
空
と
思
わ
れ
る
妃
を
主
人
公
と
す
る
劇
で
、
こ
こ
で
は
楊
貴
妃
は
、
貞
淑
で
温
和
な
梅
妃
と
は
対
照
的
に
、

ひ
ど
く
嫉
妬
深
く
酷
薄
な
悪
女
と
な
っ
て
い
て
、
梅
妃
は
玄
宗
の
寵
愛
を
楊
貴
妃
に
無
理
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
梅
妃
の
造

形
と
そ
れ
に
と
も
な
う
プ
ロ
ッ
ト
は
好
ま
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
も
各
種
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
は
梅
妃
を
登
場
さ
せ
る
。
明
の

万
暦
刊
の
呉
世
美
の
戯
曲
⽝
驚
鴻
記
⽞
も
、
梅
妃
を
主
役
と
し
、
楊
貴
妃
は
敵
役
で
あ
る(16
)。

悪
女
の
た
め
皇
帝
ら
高
貴
の
男
が
身
を
滅
ぼ
す
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
中
国
で
は
史
書
な
ど
で
古
く
か
ら
好
ま
れ
た
常
套
で
、

白
居
易
が
⽛
長
恨
歌
⽜
を
つ
く
っ
た
理
由
も
⽝
長
恨
伝
⽞
(⽛
長
恨
歌
⽜
の
内
容
を
忠
実
に
ふ
ま
え
て
散
文
化
し
た
も
の
で
、
白
居
易
の
友

人
陳
鴻
が
作
者
)に
お
い
て
⽛
た
だ
に
そ
の
事
件
に
感
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
美
人
の
害
を
こ
ら
し
、
騒
乱
の
端
緒
を
ふ
さ
ぎ
、
将

来
に
教
訓
を
垂
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る(17
)⽜
と
さ
れ
て
い
る
。
演
劇
や
民
間
説
話
な
ど
の
大
衆
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
女
ゆ

え
に
男
が
身
を
滅
ぼ
す
と
い
う
テ
ー
マ
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
代
以
降
で
、
そ
の
代
表
例
が
⽛
白
蛇
伝
⽜
と
総
称

さ
れ
る
一
連
の
、
白
蛇
が
美
女
に
化
け
て
男
を
た
ぶ
ら
か
す
話
で
あ
る
。⽛
白
蛇
伝
⽜
の
よ
う
な
物
語
が
好
ま
れ
た
背
景
に
は
、

集
権
的
国
家
の
成
立
の
な
か
で
秩
序
に
収
ま
ら
ず
に
排
除
さ
れ
た
女
性
性
へ
の
恐
れ
と
憧
憬
と
が
⽛
蛇
⽜
の
形
象
に
象
徴
化
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
権
力
側
の
男
た
ち
は
女
た
ち
を
勝
手
に
抑
圧
し
て
お
き
な
が
ら
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
恨
み
や
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力
を
恐
れ
た
の
で
あ
る(18
)。
楊
貴
妃
と
い
う
著
名
な
女
性
も
、
類
似
の
形
象
を
担
う
も
の
と
し
て
都
合
の
よ
い
も
の
だ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
発
展
に
お
い
て
は
、
女
を
悪
と
し
て
抑
圧
し
恐
れ
る
よ
う
な
男
権
的
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
さ
ほ
ど
持
続
せ
ず
、
む
し
ろ
異
な
る
方
向
に
発
展
し
て
い
く
。
元
代
に
演
劇
と
い
う
表
現
様
式
が
本
格
的
に
発
展
を
始
め

る
と
、〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
は
、
元
の
王
伯
成
(生
没
年
不
明
)に
よ
る
⽝
天
宝
遺
事
諸
宮
調
⽞
(以
下
、⽝
天
宝
遺
事
⽞
と
略
記
)と
し
て

さ
っ
そ
く
取
り
込
ま
れ
る(19
)。
な
お
、
以
後
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
発
展
は
主
に
演
劇
を
舞
台
と
す
る
。

こ
の
演
劇
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ま
で
に
な
い
発
展
は
、
楊
貴
妃
が
単
に
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
聖
性
を
お
び
る
、
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。⽛
長
恨
歌
⽜
に
お
い
て
楊
貴
妃
は
も
っ
ぱ
ら
玄
宗
皇
帝
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
⽝
天
宝
遺
事
⽞

で
は
後
宮
で
の
楊
貴
妃
の
美
し
さ
が
様
々
な
趣
向
(入
浴
、
化
粧
、
酔
態
、
七
夕
な
ど
)で
延
々
と
描
か
れ
、
前
半
の
主
題
が
玄
宗
の

楊
貴
妃
へ
の
思
い
か
ら
楊
貴
妃
の
艶
や
か
な
美
し
さ
そ
の
も
の
に
移
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
楊
貴
妃
が
天
上
か
ら

降
り
て
き
た
人
と
繰
り
返
し
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
語
で
い
わ
ゆ
る
⽛
下
凡
⽜
(天
人
が
下
界
に
降
り
る
こ
と
)と
い
わ
れ

て
い
る
も
の
で
、
近
世
の
演
劇
・
宗
教
㞍
で
か
な
り
好
ま
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。⽝
天
宝
遺
事
⽞
で
は
、
楊
貴
妃
は
⽛
春
の
神

の
手
を
煩
わ
せ
ず
と
も
、
天
上
と
人
の
世
を
通
じ
て
第
一
級
で
あ
る
⽜、⽛
天
か
ら
降
り
て
き
た
よ
う
⽜
な
ど
と
称
賛
さ
れ
、
さ
ら

に
は
⽛
明
ら
か
に
洛
伽
山
の
水
月
観
音
が
現
れ
た
の
だ
⽜
と
観
音
に
さ
え
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
楊
貴
妃
は
、⽛
長
恨
歌
⽜
で
は
死

後
に
仙
女
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、⽝
天
宝
遺
事
⽞
で
は
登
場
の
最
初
か
ら
一
種
の
女
神
で
あ
る
か
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
楊
貴
妃
が
、⽛
翠
の
御
簾
が
高
く
捲
き
上
げ
ら
れ
、
玉
の
欄
干
に
も
た
れ
な
が
ら
お
り
て
く
る
様
子
は
、

素
娥
が
広
寒
宮
か
ら
こ
の
下
界
に
や
っ
て
き
た
よ
う
だ
⽜
と
月
の
女
神
素
娥
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
は
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
重
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要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
語
の
な
か
で
玄
宗
は
、
楊
貴
妃
を
引
き
立
て
る
ま
え
に
、
月
の
宮
を
訪
れ
て
素
娥
と
出
会
い
、
月
宮

の
婿
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
や
む
を
え
ず
地
上
に
戻
っ
た
玄
宗
は
そ
の
後
、
楊
家
の
娘
が
素
娥
に
よ
く
似
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
彼
女
を
後
宮
に
い
れ
る
の
で
あ
る
。
玄
宗
に
と
っ
て
、
楊
貴
妃
は
最
初
か
ら
素
娥
が
下
凡
し
た
聖
な
る
女

神
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
元
代
の
⽝
梧
桐
雨
⽞
で
も
こ
の
素
娥
＝
楊
貴
妃
の
モ
チ
ー
フ
は
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
後
の

⽝
長
生
殿
⽞
で
は
楊
貴
妃
の
⽛
前
身
⽜
は
⽛
蓬
ṿ
玉
妃
⽜
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
。

実
は
⽝
長
恨
伝
⽞
に
お
い
て
す
で
に
楊
貴
妃
が
も
と
は
天
上
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
れ
と
な
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
方
士
が

楊
貴
妃
に
会
っ
た
の
は
蓬
ṿ
の
最
も
高
い
仙
山
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
貴
妃
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。⽛
こ
の
一
念
を
起
こ
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
ま、

た、

こ
こ
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま、

た、

下
界
に
堕
ち
て
、
将
来
の
縁
を
結
び
た
い
も
の
で
す(20
)⽜

(強
調
は
引
用
者
に
よ
る
)。
こ
の
よ
う
に
、
楊
貴
妃
を
神
聖
視
す
る
種
は
す
で
に
⽝
長
恨
伝
⽞
や
、
あ
る
い
は
⽛
長
恨
歌
⽜
の
段
階

で
も
み
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
本
格
化
す
る
の
が
⽝
天
宝
遺
事
⽞
な
の
で
あ
る
。

楊
貴
妃
が
聖
な
る
女
神
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
玄
宗
が
楊
貴
妃
を
崇
め
る
よ
う
に
遇
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
な
る
。
馬
嵬
で
兵

士
た
ち
に
楊
貴
妃
を
殺
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
時
、
玄
宗
は
貴
妃
を
殺
す
な
ら
ま
ず
自
分
を
殺
せ
、
と
す
ら
言
っ
て
い
る
が
、
こ

の
皇
帝
に
あ
る
ま
じ
き
台
詞
は
そ
れ
ま
で
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
安
禄
山
と
愛
人
関
係
に
あ
っ

た
と
い
う
逸
話
も
取
り
込
ま
れ
、
今
日
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
か
な
り
猥
雑
な
場
面
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
淫
乱
な
女
だ
な
ど
と
劇

の
な
か
で
貶
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
禄
山
と
関
係
を
も
っ
た
の
は
禄
山
に
騙
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
し
、

禄
山
が
反
乱
を
起
こ
し
た
の
は
楊
貴
妃
に
も
う
一
度
だ
け
で
も
会
い
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
玄
宗
と
禄

山
と
い
う
最
高
権
力
を
も
つ
は
ず
の
両
雄
が
と
も
に
楊
貴
妃
を
深
く
追
慕
す
る
こ
と
で
、
楊
貴
妃
の
価
値
が
こ
の
う
え
な
く
高
ま
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っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

6

喪
失
し
た
も
の
の
再
創
造
と
し
て
の
結
合

こ
の
宋
・
元
の
時
代
に
、
な
ぜ
楊
貴
妃
は
一
種
の
女
神
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
中
国
社
会
に
お
い
て
こ
の
時
期
に
様
々
な
種
類
の
女
神
た
ち
が
生
ま
れ
信
仰
を
集
め
は
じ
め
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
観
世
音
菩
薩
は
宋
代
に
女
性
化
す
る
と
と
も
に
次
第
に
広
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
媽
祖
も
、
近
世
に
中
国
南
部
の
沿
海
部
を
中
心
に
非
常
に
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
華
北
で
も
泰
山
の
女
神
で
あ

っ
た
碧
霞
元
君
が
広
く
信
仰
さ
れ
、
明
・
清
代
に
は
無
生
老
母
と
い
う
謎
め
い
た
女
神
へ
の
信
仰
が
各
地
で
の
民
衆
反
乱
と
結
び

つ
く
と
い
う
こ
と
も
お
き
た
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
社
会
の
国
家
化
・
集
権
化
・
男
権
化
を
最
も
重
要
な
契
機
と
し
て
、
い

わ
ば
そ
の
反
動
と
し
て
、
近
世
の
中
国
で
は
女
神
信
仰
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
女
神
に
つ
い
て
語
る
物

語
、
と
く
に
世
俗
の
女
性
が
苦
難
を
へ
て
女
神
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
種
類
の
物
語
も
ま
た
、
こ
う
し
た
社
会
の
集
権
化
に
と
も
な

う
女
神
信
仰
の
興
隆
の
な
か
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た(21
)。

〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
に
お
け
る
楊
貴
妃
も
、
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
女
神
化
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

そ
も
そ
も
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
発
端
で
あ
る
⽛
長
恨
歌
⽜
の
な
か
に
、
楊
貴
妃
が
女
神
と
な
っ
て
い
く
物
語
的
・
心
理
的
な

要
因
が
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⽛
長
恨
歌
⽜
で
は
、
楊
貴
妃
の
死
か
ら
再
会
へ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
玄
宗
の
心
情
が
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
精
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神
分
析
家
の
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
の
創
造
性
に
つ
い
て
の
洞
察
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
攻
撃
性
ゆ
え
に
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の

を
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
て
再
び
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
て
人
は
創
造
的
な
活
動
を
す
る
の
だ
、
と
い
う
洞
察
を
思
い
出
さ
せ
る(22
)。
生
前
の

楊
貴
妃
は
、
も
っ
ぱ
ら
玄
宗
に
と
っ
て
限
り
な
い
喜
び
を
与
え
て
く
れ
る
美
し
く
豊
か
な
も
の
で
、
そ
れ
は
と
く
に
温
泉
に
つ
か

っ
た
裸
体
の
美
し
さ
・
豊
か
さ
と
し
て
印
象
的
に
う
た
わ
れ
て
い
る
が
(⽛
春
ま
だ
寒
い
頃
、
華
清
池
の
温
泉
を
賜
っ
た
。
温
泉
の
水
は

滑
ら
か
で
、
き
め
細
か
な
白
い
肌
を
洗
う
。
侍
女
が
助
け
起
こ
す
と
、
な
ま
め
か
し
く
力
が
な
い
。
こ
う
し
て
初
め
て
皇
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
の

で
あ
る
⽜)、
ク
ラ
イ
ン
が
喪
失
す
る
も
の
の
根
源
と
し
て
想
定
し
た
の
が
母
親
の
肉
体
(乳
房
)な
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ク
ラ

イ
ン
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
楊
貴
妃
は
、
玄
宗
に
と
っ
て
の
乳
房
＝
母
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
は
、
そ
の
乳
房
＝
楊
貴
妃
を
玄
宗

は
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の
ふ
が
い
な
い
愚
か
さ
ゆ
え
で
あ
っ
て
、
詩
に
ふ
れ
る
も
の
が
そ
こ
に
、
玄
宗

の
罪
悪
感
で
は
な
い
に
し
て
も
、
あ
る
種
の
後
悔
の
念
と
深
い
喪
失
感
を
読
み
取
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

玄
宗
が
楊
貴
妃
の
自
死
し
た
場
所
に
戻
る
場
面
の
こ
と
ば
、⽛
天
は
大
き
く
廻
り
天
子
は
京
に
帰
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ

こ
に
至
っ
て
躊
躇
し
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
馬
嵬
坡
の
泥
土
の
な
か
に
玉
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
空
し
く
な
く
な

っ
た
処
⽜
に
は
慚
愧
の
念
が
切
々
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
吉
川
幸
次
郎
は
、
馬
嵬
で
楊
貴
妃
の
遺
体
が
兵
士
た
ち
に
よ
っ
て
暴
行
を

受
け
た
こ
と
を
語
る
俗
書
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
し
て
い
る
が(23
)、
そ
の
よ
う
な
話
柄
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

玄
宗
の
慚
愧
の
念
は
い
っ
そ
う
共
感
を
よ
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
川
合
康
三
は
、⽛
長
恨
歌
⽜
を
普
遍
性
の
高
い
愛
情
の
物
語

と
と
ら
え
な
が
ら
、⽛
不
可
解
な
⽜
こ
と
と
し
て
、⽛
貴
妃
の
死
に
臨
ん
で
、
玄
宗
の
側
に
自
責
の
念
が
生
じ
た
と
は
全
く
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
し
、
貴
妃
の
方
に
も
、
自
己
犠
牲
の
思
い
は
み
ら
れ
な
い(24
)⽜
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
破
壊
し
た
対

象
に
た
い
す
る
謝
罪
な
ど
の
よ
う
な
明
確
な
言
語
的
罪
責
感
が
示
さ
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、⽛
長
恨
歌
⽜
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

愛情の歴史のための試論

57



切
々
と
し
た
悔
恨
と
喪
失
感
が
う
た
わ
れ
る
方
が
、
深
い
罪
悪
感
の
存
在
と
そ
れ
ゆ
え
の
再
創
造
、
と
い
う
ク
ラ
イ
ン
的
な
ド
ラ

マ
の
表
現
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
深
い
罪
悪
感
ゆ
え
に
、
死
後
の
世
界
で
の
楊
貴
妃
と
の
再
会
と
永

遠
の
再
結
合
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
同
時
代
の
女
神
た
ち
の
前
世
㞍
に
も
、
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
的
な
喪
失
と
再
創
造
の
ド
ラ
マ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
り
わ
け
観
音
の
前
世
㞍
で
あ
る
妙
善
説
話
は
そ
う
で
あ
る
。
父
王
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
娘
妙
善
が
奇
跡
的
に
蘇
り
父
の

病
を
癒
す
た
め
に
そ
の
目
と
腕
を
切
り
落
と
し
与
え
、
観
世
音
菩
薩
と
な
る
、
と
い
う
物
語
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
攻

撃
性
ゆ
え
の
喪
失
と
菩
薩
の
誕
生
と
い
う
再
創
造
の
ド
ラ
マ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
生
ま
れ
た
新
た

な
女
神
は
、
ま
る
で
集
権
化
し
た
国
家
を
裏
返
し
た
か
の
よ
う
に
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
万
人
を
救
済
す
る
全
能
の
神
と
し
て
広

く
信
仰
を
集
め
る
こ
と
に
あ
る
。
喪
失
と
再
創
造
と
い
う
原
初
的
な
心
的
活
動
に
国
家
の
集
権
化
と
い
う
社
会
的
現
象
が
結
び
つ

い
て
、
新
た
な
女
神
た
ち
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る(25
)。

⽛
長
恨
歌
⽜
の
独
創
性
と
は
、
た
だ
の
好
色
な
話
柄
に
な
り
か
ね
な
い
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
関
係
を
、
こ
の
よ
う
な
深
層
心
理
的

な
ド
ラ
マ
に
、
歴
史
の
早
い
段
階
で
、
昇
華
し
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
異
性
愛
的
な
愛
情
を
子
の
母
親
に

た
い
す
る
深
層
心
理
的
な
感
情
、
退
行
的
な
感
情
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
表
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
⽛
長
恨
歌
⽜
の
独
創
な
の
で

あ
り
、
そ
の
独
創
が
引
き
継
が
れ
て
、⽝
天
宝
遺
事
⽞
に
お
け
る
楊
貴
妃
は
、
同
時
代
の
女
神
の
流
行
に
の
っ
て
、
崇
拝
す
べ
き

女
神
的
・
母
神
的
な
存
在
へ
と
い
っ
そ
う
の
昇
華
を
果
た
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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7

⽝
長
生
殿
⽞
に
み
る
排
他
的
異
性
愛
の
理
想
化

清
代
初
期
の
一
六
八
八
年
、
劇
作
家
洪
昇
(一
六
四
五
ᴷ
一
七
〇
四
)の
手
に
よ
っ
て
⽝
長
生
殿
⽞
が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
〈
玄
宗

楊
貴
妃
㞍
〉
の
集
大
成
と
い
う
べ
き
作
品
で
あ
り
、
初
演
時
か
ら
た
い
へ
ん
な
人
気
で
、
劇
中
の
歌
が
ど
こ
の
家
で
も
歌
わ
れ
た

と
い
い
、
そ
の
後
も
長
く
中
国
で
親
し
ま
れ
、
清
代
の
演
劇
と
し
て
は
⽝
桃
花
扇
⽞
(一
六
九
九
年
)と
並
ぶ
代
表
作
と
さ
れ
る
。

プ
ロ
ッ
ト
の
大
筋
は
⽛
長
恨
歌
⽜
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
そ
れ
以
降
積
み
重
ね
て
ら
れ
て
き
た
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
盛
り
込
む
、
五

十
場
か
ら
な
る
大
作
で
あ
り
上
演
に
は
数
日
を
要
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
作
で
あ
り
な
が
ら
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
、

玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
と
の
深
い
縁
を
高
ら
か
に
う
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

冒
頭
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

今
古
情
場
、
問
誰
個
真
心
到
底
。
但
果
有
精
誠
不
散
、
終
成
連
理
。
萬
里
何
愁
南
共
北
、
兩
心
那
論
生
和
死

(日
本
語
訳
)古
今
の
情
愛
に
お
い
て
、
一
体
誰
が
真
実
の
愛
を
貫
き
通
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
二
人
に
不
変
の
至
誠
さ
え

あ
れ
ば
、
終
に
は
連
理
の
枝
の
よ
う
に
添
い
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
至
誠
が
あ
れ
ば
、
例
え
南
北
万
里
に
別
れ

て
い
て
も
二
人
に
何
の
愁
い
も
な
し
、
生
と
死
で
さ
え
も
二
人
に
は
論
じ
る
に
足
り
な
い(26
)。

こ
の
演
劇
が
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
集
大
成
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
の
も
の
と
異
な
る
点
が
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
玄
宗
(劇
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中
で
は
明
皇
と
よ
ば
れ
る
が
、
以
下
便
宜
的
に
玄
宗
と
す
る
)は
皇
帝
で
あ
る
か
ら
当
然
多
く
の
妃
と
関
係
を
も
ち
、
従
来
の
〈
玄
宗
楊

貴
妃
㞍
〉
で
は
そ
れ
が
当
然
の
前
提
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
演
劇
で
は
、
こ
の
冒
頭
の
口
上
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
宗
の

恋
着
は
た
だ
一
人
楊
貴
妃
に
だ
け
そ
そ
が
れ
る
。
玄
宗
に
と
っ
て
、
楊
貴
妃
は
数
あ
る
女
た
ち
の
な
か
で
一
番
の
お
気
に
入
り
と

い
う
よ
り
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
楊
貴
妃
に
し
か
価
値
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
玄
宗
が
梅
妃
と
密
会
し
た
こ
と
を
知
っ
た

楊
貴
妃
が
激
し
く
怒
っ
て
玄
宗
を
詰
問
す
る
話
柄
も
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
一
時
の
諍
い
で
あ
っ
て
、
二
人
は
す
ぐ
に
仲
直
り
す

る
。
か
つ
て
よ
く
言
及
さ
れ
た
楊
貴
妃
と
禄
山
と
の
性
的
な
関
係
は
暗
示
さ
え
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
演
劇
は
排

他
的
な
異
性
愛
、
つ
ま
り
他
の
誰
か
と
取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
異
性
間
の
愛
情
を
う
た
っ
て
い
る
。

二
つ
目
の
特
徴
は
、
玄
宗
の
心
理
状
態
、
と
り
わ
け
楊
貴
妃
の
不
在
時
に
お
け
る
、
玄
宗
の
不
安
と
孤
独
が
繊
細
か
つ
執
拗
に

描
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
玄
宗
は
さ
さ
い
な
こ
と
で
怒
り
に
ま
か
せ
て
楊
貴
妃
を
追
い
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

女
が
身
近
に
い
な
い
と
す
ぐ
に
不
安
に
な
り
悔
恨
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
心
理
描
写
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
〈
玄
宗
楊
貴

妃
㞍
〉
に
は
み
ら
れ
な
い
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。

寡
人
【
皇
帝
の
一
人
称
】
は
昨
日
楊
貴
妃
の
嫉
妬
の
せ
い
で
心
中
楽
し
ま
ず
、
一
時
の
失
策
で
彼
女
を
追
い
出
し
て
し
ま
っ

た
。
と
こ
ろ
が
佳
人
は
得
難
い
も
の
、
彼
女
が
去
っ
て
か
ら
は
、
眼
に
触
れ
る
も
の
全
て
が
憎
ら
し
く
、
ど
ん
な
風
景
も
全

て
恨
め
し
い
。
あ
の
楊
国
忠
が
謝
罪
に
来
た
が
、
寡
人
と
て
会
わ
せ
る
顔
が
無
い
。
(嘆
く
し
ぐ
さ
)あ
あ
、
彼
女
を
宮
中
に

呼
び
戻
そ
う
に
も
口
に
出
し
に
く
い
が
、
も
し
も
彼
女
を
呼
び
戻
さ
な
け
れ
ば
、
朕
は
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
も
の
か
。
ま
こ

と
に
決
心
が
つ
か
ぬ
こ
と
だ
。
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こ
の
よ
う
に
、
玄
宗
は
楊
貴
妃
に
心
理
的
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
玄
宗
が
恋
着
す
る
の
は
楊
貴
妃
だ
け
な
の
だ

か
ら
、
ま
さ
に
子
ど
も
と
母
親
の
よ
う
な
関
係
の
よ
う
で
、
そ
こ
に
は
皇
帝
ら
し
い
威
厳
な
ど
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し

て
、
馬
嵬
坡
で
そ
の
楊
貴
妃
を
見
殺
し
に
し
た
こ
と
を
⽛
寡
人
は
今
と
な
っ
て
大
い
に
後
悔
し
て
い
る
⽜
と
語
っ
た
う
え
で
、
次

の
よ
う
に
う
た
う
。

頗
る
恥
じ
る
の
は
、
そ
の
時
寡
人
は
顔
を
掩
っ
て
悲
し
む
だ
け
で
、
花
や
月
の
よ
う
な
貴
妃
を
救
え
な
か
っ
た
こ
と
。
寡

人
は
全
く
意
気
地
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
女
を
む
ざ
む
ざ
手
放
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。

朕
が
そ
の
時
、
も
し
こ
の
身
体
を
は
っ
て
抵
抗
し
て
い
た
ら
、
陳
元
礼
は
必
ず
し
も
君
主
に
た
て
つ
く
こ
と
は
無
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
彼
が
た
て
つ
い
た
と
し
て
も
、
何
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ろ
う
。
た
め
に
私
が
殺
さ
れ
て
も
、
あ
の
世
で
永

遠
に
貴
妃
と
一
緒
に
な
れ
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
も
直
接
的
な
謝
罪
の
言
葉
こ
そ
な
い
も
の
の
、
先
に
述
べ
た
喪
失
し
た
も
の
へ
の
罪
悪
感
と
い
っ
て
よ
い
感
情
が
、

⽛
長
恨
歌
⽜
な
ど
と
違
っ
て
、
明
確
に
言
語
化
さ
れ
、
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
。
し
か
も
、⽝
長
生
殿
⽞
で
の
玄
宗
は
楊
貴
妃
に
母

を
慕
う
が
如
く
依
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ク
ラ
イ
ン
的
な
図
式
は
い
っ
そ
う
よ
く
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
玄
宗
は
楊
貴
妃

の
死
後
も
楊
貴
妃
の
思
い
出
に
恋
恋
と
し
が
み
つ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
描
写
は
⽝
長
生
殿
⽞
に
お
い
て
は
か
つ
て
な
く

執
拗
で
長
く
、
こ
の
演
劇
の
主
題
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
、
長
安
に
帰
っ
て
の
ち
、
夢
に
貴
妃
と
の
再
会
を

求
め
る
場
面
は
印
象
的
で
あ
る
。
貴
妃
が
実
は
生
き
て
い
た
と
知
ら
さ
れ
て
宮
中
か
ら
出
よ
う
と
す
る
が
役
人
た
ち
に
止
め
ら
れ
、
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そ
れ
で
も
馬
嵬
駅
へ
と
急
ぐ
が
、
大
池
か
ら
怪
物
が
湧
い
て
襲
っ
て
く
る
。
目
が
覚
め
て
、
梧
桐
に
雨
が
降
り
か
か
る
音
の
た
め

に
眠
り
が
乱
さ
れ
た
の
だ
と
悟
る
。
そ
の
よ
う
に
、
玄
宗
は
い
つ
ま
で
も
た
だ
た
だ
楊
貴
妃
の
こ
と
を
思
っ
て
、
次
第
に
衰
え
て

い
く
。

三
つ
目
の
特
徴
は
、
楊
貴
妃
の
感
情
も
ま
た
、
か
な
り
仔
細
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
女
の
最
大
の
悪
徳
と
さ
れ
て
き
た

嫉
妬
心
が
、
こ
の
演
劇
で
は
楊
貴
妃
に
も
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。⽛
可
愛
ら
し
く
は
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
き
つ
い

性
格
で
す
。
以
前
は
梅
妃
様
に
迫
っ
て
上
陽
東
宮
に
遷
し
て
何
も
出
来
ぬ
よ
う
に
さ
れ
ま
し
た
し
⽜、⽛
驕
慢
で
放
縦
⽜
な
ど
と
描

写
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
楊
貴
妃
な
し
で
は
生
き
ら
れ
な
い
玄
宗
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
、
楊
貴
妃
も
そ
の
玄
宗
の
思
い
に
こ
た
え
て
、

以
後
は
嫉
妬
心
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
で
も
、
の
ち
に
玄
宗
が
梅
妃
と
密
会
し
た
こ
と
を
知
っ
て
か
な
り
嫉
妬

し
怒
り
拗
ね
る
の
だ
が
、
結
局
二
人
は
家
臣
の
取
り
な
し
も
あ
っ
て
和
解
し
、
七
夕
の
誓
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
楊
貴

妃
の
女
神
的
な
性
質
は
⽝
長
生
殿
⽞
で
も
受
け
継
が
れ
、
彼
女
は
蓬
ṿ
宮
の
王
妃
で
あ
っ
た
の
が
下
凡
し
た
と
さ
れ
、
楊
貴
妃
で

あ
る
時
に
も
月
の
嫦
娥
に
呼
び
出
さ
れ
て
秘
曲
⽛
霓
裳
羽
衣
⽜
を
授
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
し
、
死
後
は
神
像
と
な
っ
て
思
い
を

玄
宗
に
伝
え
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
少
な
く
と
も
演
劇
の
前
半
で
は
彼
女
の
女
神
性
は
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
彼

女
の
言
動
は
さ
ほ
ど
意
外
性
の
な
い
、
ご
く
普
通
の
庶
民
的
な
妻
で
あ
る
か
の
よ
う
な
場
合
が
多
い
。
当
時
に
お
い
て
も
二
人
の

諍
い
の
部
分
は
⽛
三
家
村
婦
の
醜
態
⽜
な
ど
と
知
識
人
に
は
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が(27
)、
こ
の
平
凡
さ
が
⽝
長
生

殿
⽞
の
楊
貴
妃
の
特
徴
で
あ
る
。

⽝
長
生
殿
⽞
の
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、⽝
長
生
殿
⽞
が
、
そ
れ
ま
で
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
を
集
成
し
な

が
ら
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
互
い
の
感
情
を
、
皇
帝
の
妃
へ
の
一
方
的
な
好
色
な
ど
と
は
か
な
り
異
質
な
、
母
と
息
子
の
関
係
を
投
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影
し
た
よ
う
な
、
排
他
的
で
互
恵
的
な
(と
は
い
え
、
玄
宗
か
ら
楊
貴
妃
へ
の
依
存
の
方
が
深
い
が
)異
性
愛
と
し
て
表
現
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る(28
)。

こ
の
依
存
的
で
排
他
的
な
異
性
愛
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
る
が
互
い
の
⽛
情
⽜
の
真
実
性
で
あ
る
の
は
、

ご
く
自
然
な
展
開
だ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
全
五
十
場
の
う
ち
、
最
後
の
十
場
ほ
ど
は
、
楊
貴
妃
と
玄
宗
と
が
互

い
に
本
当
に
偽
り
な
く
⽛
情
⽜
を
交
わ
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
、
織
女
な
ど
の
天
界
の
女
神
ら
(最
終
的
に
は
天
帝
)の
ま
え
で
互

い
に
確
か
め
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
る
。
ま
ず
、
楊
貴
妃
の
玄
宗
へ
の
感
情
は
織
女
と
の
長
い
対
話
の
な
か
で
確
か
め
ら
れ
る
。

⽛
お
話
を
聞
け
ば
、
二
人
の
旧
来
の
愛
情
は
、
ẃ
根
が
断
ち
切
れ
て
も
糸
が
長
く
続
く
よ
う
に
、
生
前
も
死
後
も
絶
え
る
こ
と
な

く
、
か
く
も
深
く
、
か
く
も
固
く
結
ば
れ
て
い
た
の
で
す
ね
⽜。
し
か
し
、
織
女
は
同
時
に
⽛
あ
な
た
達
は
二
人
と
も
こ
ん
な
に

も
熱
愛
し
、
ま
し
て
七
夕
の
永
遠
の
誓
い
も
交
わ
し
た
の
に
、
ど
う
し
て
玄
宗
は
突
然
鉄
の
よ
う
に
心
が
冷
た
く
な
り
、
非
情
に

も
馬
嵬
坡
で
そ
な
た
に
背
く
こ
と
を
し
た
の
で
し
ょ
う
⽜
と
疑
問
を
呈
す
る
。
こ
の
疑
問
に
た
い
し
て
、
楊
貴
妃
を
訪
ね
た
方
士

は
⽛
上
皇
様
は
京
へ
還
御
さ
れ
て
後
、
日
夜
貴
妃
様
を
思
わ
れ
、
一
日
中
涙
を
し
と
ど
に
流
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
春
風
や
秋
雨
に

つ
け
て
も
、
心
を
痛
め
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
池
の
ẃ
の
花
は
美
し
く
て
も
貴
妃
様
で
は
な
く
、
楊
柳
の
葉
を
見
て
も
誰
が

新
た
に
そ
の
よ
う
な
眉
を
描
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う

そ
こ
で
上
皇
様
は
、
こ
の
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
私
を
通
し
て
わ
ざ
わ
ざ
貴

妃
様
に
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
⽜。
こ
う
し
て
二
人
の
情
の
確
か
さ
(⽛
定
情
⽜⽛
情
真
⽜⽛
情
深
⽜)が
、
織
女
の
も
と
で
、
最
終

的
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
知
兩
下
真
情
、
合
是
一
對
。
我
當
上
奏
天
庭
、
使
你
兩
人
世
居
忉
利
天
中
、
永
遠
成
雙
、
以
補
從
前
離
別
之
恨
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(日
本
語
訳
)い
ま
や
二
人
の
真
情
が
ぴ
っ
た
り
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
私
は
天
庭
に
奏
上
し
て
、
二
人
を

忉
利
天
に
お
い
て
永
遠
の
夫
婦
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
離
別
の
恨
み
を
償
わ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

⽝
長
生
殿
⽞
に
お
け
る
こ
う
し
た
排
他
的
で
幻
想
的
で
も
あ
る
異
性
愛
的
な
愛
情
の
明
確
な
価
値
化
は
、⽝
長
生
殿
⽞
だ
け
の
独

創
な
の
で
は
な
く
、
明
末
以
降
の
小
説
や
演
劇
に
お
い
て
、
異
性
間
の
愛
情
に
無
上
の
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
作
品
が
数
多
く

現
れ
た
。
例
え
ば
、
明
末
の
文
人
馮
夢
龍
(一
五
七
四
ᴷ
一
六
四
五
)は
、
そ
う
し
た
物
語
を
集
め
て
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
つ
く
っ
た
が
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
を
⽝
情
史
⽞
と
し
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
演
劇
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
湯
顕
祖
の
⽝
牡
丹
亭
⽞
(別
名
⽝
還
魂

記
⽞、
一
五
九
八
年
)に
お
い
て
、
異
性
愛
的
な
愛
情
の
価
値
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
、
一
世
を
風
靡
す
る
。
こ
こ
で
は
再
び
離
魂
が

テ
ー
マ
と
な
っ
て
、
男
女
の
排
他
的
で
脱
世
間
的
な
関
係
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
価
値
観
が
風
靡
す
る
時
代
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
⽝
長
生
殿
⽞
は
上
演
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
演
劇
の
最

後
の
大
団
円
で
は
、
こ
の
価
値
観
が
前
例
の
な
い
ほ
ど
大
胆
に
言
語
化
さ
れ
て
い
る
。⽛
從
此
玉
皇
須
破
例
、
神
仙
有
分
不
關
情

(こ
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
例
を
見
れ
ば
、
天
帝
も
以
後
は
、
神
仙
は
愛
情
を
も
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
定
め
を
破
棄
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)⽜。
唐
代

か
ら
民
間
伝
承
的
な
物
語
や
詩
に
お
い
て
繰
り
返
し
詩
的
・
物
語
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
、
な
か
ば
無
意
識
的
な
価
値
の
転
倒
が
、

こ
こ
で
は
明
確
で
論
理
的
な
言
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
近
代
的
と
い
っ
て
も
よ
い
愛
情
の
価
値
化
を
み
て
と
る

こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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8

お
わ
り
に

千
年
以
上
に
わ
た
る
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
を
、
文
化
的
な
文
脈
や
社
会
的
な
変
動
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
で
み

え
て
く
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
古
代
の
民
間
伝
承
的
な
物
語
に
は
、
異
性
愛
的
な
関
係
性
に
救
い
を
見
出

そ
う
と
す
る
発
想
の
萌
芽
が
あ
る
が
、
異
性
愛
的
な
愛
情
に
基
づ
く
持
続
的
で
互
恵
的
な
人
間
関
係
の
価
値
が
最
初
に
明
確
に
表

現
さ
れ
る
の
は
、⽛
長
恨
歌
⽜
と
同
時
代
の
一
部
の
詩
歌
・
伝
奇
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
表
現
は
明
確
で
あ
り
な

が
ら
も
、
一
種
の
夢
と
し
て
詩
的
・
物
語
的
に
表
現
さ
れ
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
、
異
性
愛
的
愛
情
に
他
を
凌
駕
す
る
価
値

が
あ
る
と
言
語
化
さ
れ
広
く
意
識
化
さ
れ
る
の
は
、
や
っ
と
明
末
・
清
初
頃
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
に
み
ら
れ
る
愛
情
の
言
語
化
と
価
値
化
は
、
中
国
社
会
の
国
家
化
・
集
権
化
を
背
景
と
す
る

文
化
的
な
発
展
の
な
か
で
行
わ
れ
た
。
唐
代
に
は
異
性
愛
は
社
会
規
範
や
死
の
運
命
に
抗
し
て
求
め
る
も
の
と
さ
れ
、
社
会
的
現

実
の
反
作
用
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
宋
代
以
降
さ
ら
に
集
権
化
が
進
む
と
、
父
権
的
制
度
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
女
性

的
な
存
在
へ
の
嫌
悪
・
排
除
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
に
女
性
的
な
も
の
へ
の
理
想
化
も
進
み
、
す
べ
て
を
救
済
す
る

も
の
と
し
て
の
母
神
的
な
女
神
へ
の
信
仰
も
開
花
す
る
。〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
で
も
、
楊
貴
妃
が
悪
女
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
一
方
、

皇
帝
や
禄
山
す
ら
も
す
が
り
つ
く
女
神
的
存
在
と
し
て
舞
台
で
幻
視
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
終
盤
の
⽝
長
生
殿
⽞
に
い
た
る
と
、
悪

魔
化
も
理
想
化
も
こ
え
て
、
永
遠
の
関
係
性
を
生
き
よ
う
と
す
る
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
描
か
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
母
と
息
子
の
関
係

の
投
影
が
み
ら
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
、
人
々
の
共
感
を
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
た
互
恵
的
な
異
性
愛
の
理
想
化
に
は
、
確
か
に
、
欧
州
で
い
う
愛
の
発
見
と
の
類
似
性
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
そ
の
愛
の
理
想
化
・
発
見
に
は
、
社
会
的
な
秩
序
(と
り
わ
け
集
権
化
)へ
の
反
抗
と
死
の
脅
威
に
た
い
す
る
、
詩
的
・
物

語
的
な
言
語
に
よ
る
文
化
的
・
心
理
的
な
対
応
と
い
う
性
質
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
国
社
会
に
お
け
る
異
性
愛
の
理
想
化
は
、

よ
り
早
期
か
つ
複
雑
に
展
開
し
た
。
元
々
散
発
的
な
が
ら
も
存
在
し
た
異
性
間
の
愛
情
へ
の
期
待
が
詩
的
・
物
語
的
な
表
現
を
獲

得
し
、
さ
ら
に
よ
り
明
確
に
意
識
化
さ
れ
価
値
化
さ
れ
一
般
化
し
て
い
っ
た
、
歴
史
的
・
社
会
的
・
文
化
的
・
心
理
的
な
、
一
千

年
以
上
に
及
ぶ
、
か
な
り
長
い
、
し
か
し
着
実
に
進
展
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(な
お
、
本
稿
は
、
JSPS
科
研
費JP

2
0K

0
2
1
2
3

の
助
成
に
よ
り
行
な
っ
て
い
る
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。)

注(
1
)
モ
ー
リ
ス
・
ド
マ
(片
木
智
年
監
訳
)⽛
勇
ま
し
い
心
と
優
し
い
心
ᴷ
近
代
に
お
け
る
友
愛
と
恋
愛
⽜
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
編

⽝
感
情
の
歴
史
Ⅰ
古
代
か
ら
啓
蒙
の
時
代
ま
で
⽞
藤
原
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

(
2
)
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
(波
田
節
夫
他
訳
)⽝
文
明
化
の
過
程
⽞
下
巻
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
八
年
、
三
四
〇
頁
。

(
3
)
前
掲
⽝
感
情
の
歴
史
Ⅰ
⽞、
三
三
八
頁
。

(
4
)
近
年
の
欧
州
に
お
け
る
、
愛
情
を
含
め
た
感
情
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
⽝
感
情
の
歴
史
⽞
の
ほ
か
に
、
ヤ
ン
・
プ
ラ
ン
パ
ー

(森
田
直
子
監
訳
)⽝
感
情
史
の
始
ま
り
⽞
(み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
)な
ど
複
数
の
邦
訳
本
が
あ
る
。
日
本
の
社
会
学
で
は
、
井
上
俊

の
⽛⽛
恋
愛
結
婚
⽜
の
誕
生
ᴷ
知
識
社
会
学
的
考
察
⽜
(⽝
死
に
が
い
の
喪
失
⽞
筑
摩
書
房
、
一
九
七
三
年
)が
古
典
的
で
あ
る
。

(
5
)
こ
う
し
た
物
語
の
分
析
手
法
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
川
田
耕
⽝
隠
さ
れ
た
国
家
ᴷ
近
世
演
劇
に
み
る
心
の
歴
史
⽞
(世
界
思
想
社
、
二

〇
〇
六
年
)の
二
四
ᴷ
四
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
で
、
日
本
語
に
よ
る
専
著
で
あ
る
竹
村
則
行
⽝
楊
貴
妃
文
学
史
研
究
⽞
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(研
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
)と
下
定
雅
弘
⽝
長
恨
歌
ᴷ
楊
貴
妃
の
魅
力
と
魔
力
⽞
(勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
)の
み
を
あ
げ
る
。
な
お
、

吉
川
幸
次
郎
は
、
実
在
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
と
の
関
係
も
含
め
て
、⽛
長
恨
歌
⽜
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の

立
場
と
最
も
近
い
。⽛
嫉
妬
ぶ
か
か
っ
た
に
せ
よ
、
悧
巧
す
ぎ
た
に
せ
よ
、
多
妻
を
以
て
む
し
ろ
道
徳
と
す
る
当
時
の
宮
廷
に
あ
っ
て
、

皇
帝
の
愛
を
独
占
し
、
一
夫
一
妻
の
愛
情
を
う
ち
た
て
た
楊
貴
妃
は
、
愛
情
の
完
成
の
半
ば
を
に
な
っ
た
玄
宗
と
と
も
に
、
偉
大
で
あ
る

と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
大
げ
さ
に
い
え
ば
、
人
間
の
恋
愛
の
歴
史
の
上
に
、
一
つ
の
す
ぐ
れ
た
典
型
を
、
早
い
時
期
に
於
い
て
示

し
た
男
女
で
あ
る
と
、
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
の
長
詩
の
底
を
流
れ
る
白
居
易
の
心
情
も
、
そ
う
し
た
純
一
な
恋
愛
に
対
す
る
賛
美

で
あ
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。⽜
(吉
川
幸
次
郎
・
桑
原
武
夫
⽝
新
唐
詩
選
続
篇
⽞
岩
波
書
店
(岩
波
新
書
)、
一
九
五
四
年
、
十
八
頁
)。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
排
他
的
異
性
愛
の
理
想
は
そ
の
後
の
〈
玄
宗
楊
貴
妃
㞍
〉
の
発
展
の
な
か
で
は
必
ず
し
も
追
求
さ
れ
ず
、
む
し
ろ

清
代
の
⽝
長
生
殿
⽞
に
お
い
て
⽛
長
恨
歌
⽜
以
上
に
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
七
章
で
述
べ
る
。
ま
た
、
吉
川
幸
次

郎
は
、
長
恨
歌
同
様
に
、
皇
帝
の
妃
へ
の
愛
着
を
描
く
元
雑
劇
⽛
漢
宮
秋
雑
劇
⽜
(馬
致
遠
作
)を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。⽛
人
間
の
必
然
と
し
て
あ
る
恋
愛
感
情
の
真
実
さ
を
、
皇
帝
、
天
子
と
い
う
、
古
い
体
制
に
お
い
て
は
特
殊
な
隔

絶
し
た
地
位
に
あ
る
人
物
に
あ
て
は
め
、
し
か
も
そ
の
真
実
さ
は
毫
も
変
化
を
見
せ
ず
、
一
般
人
と
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
え
が
い
て
見

せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
感
情
の
必
然
さ
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
劇
の
感
動
は
あ
り
、
価
値
が
あ
る
、
と
考
え
る
⽜
(⽛⽛
漢
宮
秋

雑
劇
⽜
の
文
学
性
⽜⽝
(決
定
版
)吉
川
幸
次
郎
全
集
⽞
十
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
九
三
頁
)。
こ
れ
は
⽛
漢
宮
秋
雑
劇
⽜
の

解
釈
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
こ
う
し
た
価
値
づ
け
は
、
む
し
ろ
⽛
漢
宮
秋
雑
劇
⽜
に
か
な
り
先
行
し
か
つ
独
創
的
な
⽛
長
恨

歌
⽜
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

(
7
)
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
⽛
長
恨
歌
⽜
の
日
本
語
訳
は
先
行
研
究
を
参
照
し
た
拙
訳
で
あ
る
。

(
8
)
川
田
耕
⽛
中
国
に
お
け
る
七
夕
伝
説
の
精
神
史
⽜
京
都
学
園
大
学
人
間
文
化
学
会
編
⽝
人
間
文
化
研
究
⽞
三
七
号
、
二
〇
一
六
年
。

(
9
)
た
だ
し
、⽛
連
理
⽜
の
言
葉
と
し
て
の
初
出
は
、
後
漢
末
の
文
人
蔡
邕
の
話
柄
(⽛
蔡
邕
伝
⽜⽝
後
漢
書
⽞)で
あ
る
よ
う
だ
。

(
10
)
干
宝
(竹
田
晃
訳
)⽝
捜
神
記
⽞
平
凡
社
(東
洋
文
庫
)、
一
九
六
四
年
、
二
二
五
ᴷ
七
頁
。

(
11
)
短
い
も
の
で
あ
る
が
、⽛
韓
朋
⽜
系
統
の
民
間
説
話
の
痕
跡
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
魏
の
曹
丕
の
手
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
⽝
列
異
伝
⽞
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に
も
あ
る
。

(
12
)
こ
れ
は
し
か
し
、
通
俗
的
な
儒
教
的
教
え
で
あ
り
、⽝
論
語
⽞
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
来
の
儒
教
で
は
、
間
違
っ
た
行
い
を
す

る
父
母
に
た
い
し
て
息
子
は
穏
や
か
に
教
え
諭
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
黙
っ
て
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

(
13
)
川
田
耕
⽛
皇
帝
を
殺
す
ᴷ
中
国
に
お
け
る
至
高
者
を
殺
害
す
る
物
語
に
つ
い
て
の
予
備
的
研
究
⽜⽝
京
都
学
園
大
学
経
済
学
部
論
集
⽞

二
三
巻
一
号
、
二
〇
一
三
年
。

(
14
)
以
上
の
あ
ら
す
じ
は
、
内
田
泉
之
助
・
乾
一
夫
⽝
唐
代
伝
奇
⽞⽝
新
釈
漢
文
大
系
⽞
四
四
巻
(明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
、
五
八
ᴷ
六
六

頁
)に
基
づ
く
。

(
15
)
⽝
楊
太
真
外
伝
⽞
は
竹
田
晃
・
黒
田
真
美
子
・
檜
垣
聲
二
⽝
中
国
古
典
小
説
選
⽞
七
巻
(明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
)に
邦
訳
が
あ
る
。

(
16
)
前
掲
⽝
楊
貴
妃
文
学
史
研
究
⽞、
竹
村
則
行
⽝
驚
鴻
記
校
注
⽞
中
国
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

(
17
)
前
掲
⽝
唐
代
伝
奇
⽞
二
九
四
頁
。

(
18
)
川
田
耕
⽛⽛
白
蛇
伝
⽜
に
み
る
近
代
の
胎
動
⽜⽝
京
都
学
園
大
学
経
済
学
部
論
集
⽞
二
三
巻
二
号
、
二
〇
一
四
年
。

(
19
)
以
下
、⽝
天
宝
遺
事
諸
宮
調
⽞
か
ら
の
引
用
は
、
凌
景
埏
・
謝
伯
陽
校
注
⽝
諸
宮
調
兩
種
⽞
(齊
魯
書
社
、
一
九
八
八
年
)に
基
づ
く
。

ま
た
原
文
を
日
本
語
訳
す
る
さ
い
に
は
桜
木
陽
子
⽝
中
国
古
典
芸
能
論
考
ᴷ
元
代
の
楊
貴
妃
の
物
語
を
中
心
と
し
て
⽞
(汲
古
書
院
、
二

〇
二
〇
年
)を
参
照
し
た
。
な
お
、⽛
諸
宮
調
⽜
と
は
、
元
雑
劇
に
先
行
す
る
演
劇
で
、
吉
川
幸
次
郎
に
よ
れ
ば
、⽛
い
く
つ
か
の
音
曲
の

メ
ロ
デ
ィ
を
ふ
く
あ
わ
せ
て
、
首
尾
の
あ
る
物
語
を
語
り
ゆ
く
演
芸
で
あ
る
。
フ
シ
の
間
に
は
セ
リ
フ
も
あ
る
。
浪
花
節
に
似
て
、
文
辞

は
そ
れ
よ
り
も
雅
で
あ
る
。
語
り
手
、
と
い
う
よ
り
も
歌
手
一
人
の
、
独
演
で
あ
っ
た
。⽜
(⽛
杜
甫
私
記
続
編
天
宝
遺
事
⽜⽝
吉
川
幸
次

郎
著
作
集
⽞
十
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
二
六
二
頁
)

(
20
)
前
掲
⽝
唐
代
伝
奇
⽞
二
九
一
頁
。

(
21
)
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
川
田
耕
⽛
観
音
信
仰
に
み
る
近
世
的
感
受
性
ᴷ
そ
の
中
国
に
お
け
る
物
語
の
分
析
⽜
(京
都
学
園
大
学
人
間

文
化
学
会
編
⽝
人
間
文
化
研
究
⽞
四
〇
号
、
二
〇
一
八
年
)に
詳
し
い
。
ま
た
、
集
権
的
国
家
の
形
成
と
新
し
い
女
神
信
仰
と
の
連
関
に

つ
い
て
は
、
中
国
だ
け
で
は
な
く
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
に
も
み
ら
れ
る
、
近
世
前
後
の
東
ア
ジ
ア
に
あ
る
程
度
共
通
の
現
象
で
あ
っ
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た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
川
田
耕
⽛
末
娘
の
叛
乱
ᴷ
⽛
捨
て
姫
⽜
に
み
る
女
神
の
生
成
に
つ
い
て
の
考
察
⽜⽝
京
都
先
端
科
学
大
学
経
済
経

営
学
部
論
集
⽞
五
号
、
二
〇
二
三
年
。

(
22
)
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
(西
園
昌
久
他
訳
)⽛
愛
、
罪
そ
し
て
償
い
⽜⽝
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
著
作
集
⽞
三
巻
、
誠
信
書
房
、
一
九
八

三
年
。

(
23
)
吉
川
幸
次
郎
⽝
杜
甫
詩
注
⽞
第
三
冊
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
、
二
三
三
ᴷ
四
一
頁
。

(
24
)
川
合
康
三
⽝
終
南
山
の
変
容
ᴷ
中
唐
文
学
論
集
⽞
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
、
四
六
三
頁
。

(
25
)
中
国
近
世
の
女
神
信
仰
の
起
源
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
略
述
し
か
で
き
て
い
な
い
が
、
詳
し
く
は
、
川
田
耕
⽛
国

家
と
女
神
ᴷ
近
世
中
国
に
お
け
る
母
権
的
共
同
体
の
想
像
⽜
(松
田
素
二
ほ
か
編
⽝
日
常
的
実
践
の
社
会
人
間
学
⽞
山
代
印
刷
株
式
会
社

出
版
部
、
二
〇
二
一
年
)を
参
照
。

(
26
)
以
下
、⽝
長
生
殿
⽞
の
日
本
語
訳
は
、
す
べ
て
、
竹
村
則
行
⽝
長
生
殿
訳
注
⽞
(研
文
出
版
、
二
〇
一
一
年
)に
よ
る
。
原
文
は
樓
含
松

・
江
興
祐
校
注
⽝
長
生
殿
⽞
三
民
書
局
、
二
〇
一
〇
年
。

(
27
)
前
掲
⽝
楊
貴
妃
文
学
史
研
究
⽞、
三
四
七
頁
。

(
28
)
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
、
母
と
子
の
あ
い
だ
の
心
理
的
な
関
係
の
深
さ
に
つ
い
て
の
理
解
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

⽝
長
生
殿
⽞
に
お
け
る
両
者
の
関
係
性
の
表
現
は
、
母
子
関
係
の
投
影
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
母
性
的
な
愛
情
(へ
の
期
待
)の

⽛
発
見
⽜
の
一
つ
の
歴
史
的
な
か
た
ち
な
の
だ
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
点
は
、
本
稿
の
議
論
の
範
囲
を
越
え
る
。

愛情の歴史のための試論
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和文要約
欧州では，異性愛は中世に発見され，社会の集権化とともに強化された
歴史的なものとされ，社会学者も同意してきたが，長く継続的に発展して
きた中国社会ではどうなのだろうか。本稿はそうした問題意識をもって，
唐代以来千年以上にわたって語り継がれてきた，玄宗皇帝と楊貴妃の物語
群＝〈玄宗楊貴妃㞍〉を中心に分析して，以下のことを明らかにする。
古代の民間伝承的な物語には，異性愛的な関係に救いを見出そうとする
萌芽があるが，異性愛に基づく持続的で互恵的な人間関係の価値が最初に
明確に表現されるのは，〈玄宗楊貴妃㞍〉の嚆矢である⽛長恨歌⽜と同時
代の詩文である。しかしそれは明確ながらも一種の夢として詩的・物語的
に表現されるもので，異性愛的関係・対象に至高の価値があると言語化さ
れ広く意識化されるのは，やっと明末・清初である。こうした愛情の言語
化と価値化は，中国社会の国家化・集権化を背景とする文化的な発展のな
かで行われた。とりわけ宋代以降に集権化・男権化が一層進むと，それと
表裏一体に女性的なものの理想化も進み，観音や媽祖をはじめとするすべ
てを救済する女神への信仰も開花するが，〈玄宗楊貴妃㞍〉の楊貴妃像に
おいてもそれと並行する発展がみられる。〈玄宗楊貴妃㞍〉の集大成であ
る清代の演劇⽝長生殿⽞にいたると，より世俗化された異性愛的な関係性
とその永遠性への夢が人々の強い共感をえるが，そこには母・息子の関係
の投影という要素も認められる。
こうした互恵的な異性愛の理想化には，欧州での異性愛の発見との類似
性・平行性がみられるが，中国社会にはより長く複雑な過程があったこと
がわかる。
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History of Heterosexual Love in China:
An Analysis of the Tales of Emperor

Xuan Zong and Yang Guifei

KAWATA, Koh

Summary
European historians and sociologists famously claim that heterosexual love was

created by poets in the Middle Ages and strengthened by the centralization of society
in early modern times. This paper reveals the historical appearance of and changes in
heterosexual love by analyzing the tales of Emperor Xuan Zong and his consort Yang
Guifei, which were handed down for more than a thousand years from the Tang
Dynasty to the Qing Dynasty. Although some ancient Chinese folktales depict
protagonists’ thirst for salvation in their heterosexual relationships, the importance of
lasting love was first articulated in Juyi Bai’s Changhen Ge ( everlasting sorrow) , which is
the first part of the tales of Emperor Xuan Zong and Yang Guifei. However, this
articulation was expressed only as a mere fantasy in the form of a lyric poem. The
ultimate value of heterosexual love was explicitly expressed only after the reign of the
late Ming Dynasty. This increase in the value of love was accompanied by the process
of social centralization in China. In particular, after the reign of the Song Dynasty,
during which society was centralized and controlled by the state, a type of femininity
began to be idealized as a reaction to this centralization, and people’s faith in various
goddesses flourished, which was reflected in the tales of Emperor Xuan Zong and
Yang Guifei. Chang Sheng Dian, which was the final and most acclaimed compilation
of the tales, was created during the reign of the Qing Dynasty. It expressed the
secularized idealization of the intimate relationship among lovers and enjoyed
significant popularity. This process of idealization of reciprocal heterosexual love in
China is similar to the process of discovery of love in Europe. However, the process
is longer and more complex in China than Europe.
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