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太
宰
春
台
『
経
済
録
』
の
楽
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

│
移
風
易
俗
か
ら
日
本
音
楽
史
へ
│

＊
遠
　
藤
　
　
　
徹

音
楽
・
演
劇
講
座
（
音
楽
分
野
）

二
〇
二
三
年
六
月
二
八
日
受
理

要
旨
：　

江
戸
時
代
に
は
、
経
世
論
の
一
環
と
し
て
楽
の
在
り
方
を
考
え
る
学
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
早
い
例
は
熊
沢
蕃
山
で
あ
る
。
ま
た
、
度
量
衡
の
基
本
を
な
す
古
の
聖
代
の
楽
律
の

探
求
も
行
わ
れ
た
。
中
村
惕
斎
が
そ
の
先
駆
で
、
そ
の
後
荻
生
徂
徠
が
黄こ
う

鐘し
ょ
う=

黄お
う

鐘し
き

と
す
る
説
を
唱
え
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
江
戸
時
代
前
期
に
展
開
し
た
楽

論
や
楽
律
研
究
を
う
け
て
、
徂
徠
に
師
事
し
た
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
〜
一
七
四
七
）
も
音
楽
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
本
稿
で
は
春
台
の
主
著
と
さ
れ
る
『
経
済
録
』
の
楽
論
か
ら
春
台
の
音
楽

観
を
辿
っ
た
。
春
台
の
楽
論
は
一
口
に
言
え
ば
、
古
の
道
で
あ
る
「
移
風
易
俗
、
莫
善
於
楽
」
と
い
う
教
え
を
当
時
の
日
本
で
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
聖
代
の
古
楽
を
伝
え
て
い
る
雅
楽
を
広
め
、

淫
楽
と
な
っ
て
い
る
俗
楽
に
は
法
制
を
立
て
て
内
容
を
規
制
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
結
論
は
必
ず
し
も
特
別
な
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
春
台
が
日
本
の
楽
を
論
評
す

る
に
あ
た
っ
て
当
時
の
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
歌
舞
音
楽
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
そ
れ
ら
を
歴
史
の
展
開
に
位
置
付
け
て
論
じ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
書
の
楽
論
は
結
果

的
に
多
種
目
を
総
合
し
た
日
本
音
楽
史
の
叙
述
の
先
駆
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
に
今
日
の
音
楽
学
の
目
で
見
た
春
台
の
楽
論
の
最
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
太
宰
春
台
、
近
世
、
日
本
音
楽
史
、
雅
楽
、
俗
楽

一
　
は
じ
め
に

　

天
下
一
統
が
な
り
泰
平
の
世
が
実
現
し
た
江
戸
時
代
に
は
、
経
世
論
の
一
環
と
し
て
楽
の

在
り
方
を
考
え
る
学
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
早
い
例
は
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
〜
九

一
）
で
あ
る
。
蕃
山
は
日
本
の
宮
中
に
伝
わ
る
雅
楽
に
は
聖
代
の
古
楽
が
残
さ
れ
て
い
る
と

論
じ
、
雅
楽
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
推
奨
す
る
一
方
で
、
小
歌
、
謡
、
平
家
、
筑
紫
箏
な
ど

は
五
声
に
合
わ
な
い
淫
声
と
評
し
た
（
雅
楽
解
等
）。
一
方
、
度
量
衡
の
基
本
を
な
す
古
の

聖
代
の
楽
律
の
探
求
も
行
わ
れ
た
。
中
村
惕
斎
（
一
六
二
九
〜
一
七
〇
二
）
が
そ
の
先
駆
で
、

惕
斎
は
弟
子
の
斎
藤
元
成
と
と
も
に
古
の
楽
律
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
楽
律
研
究
も
楽
の

在
り
方
を
考
え
る
営
み
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
楽
律
の
研
究
は
そ
の
後
、
荻
生
徂
徠

（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
が
黄こ
う

鐘し
ょ
う=

黄お
う

鐘し
き

と
す
る
説
を
唱
え
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
徂
徠
は
経
世
論
の
面
で
は
、
当
時
の
武
家
式
楽
の
能
は
予
算
が
か
か
り

１

２

＊　

東
京
学
芸
大
学
音
楽
・
演
劇
講
座
音
楽
分
野
（
一
八
四

－

八
五
〇
一　

東
京
都
小
金
井
市
貫
井
北
町
四

－

一

－

一
）
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す
ぎ
る
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
発
祥
し
た
宴
曲
の
復
興
を
提
案
し
て
い
る
（
政
談
）。

　

こ
う
し
た
江
戸
時
代
前
期
に
展
開
し
た
楽
論
や
楽
律
研
究
を
う
け
て
、
徂
徠
に
師
事
し
た

太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
〜
一
七
四
七
）
も
音
楽
の
研
究
に
取
り
組
み
、楽
律
に
つ
い
て
は
『
律

呂
通
考
』
を
著
し
、『
経
済
録
』『
六
経
略
説
』
等
に
お
い
て
楽
の
在
り
方
を
論
じ
た
。
春
台

は
ま
た
、
蘐
園
学
派
と
し
て
礼
楽
の
実
践
を
重
ん
じ
、
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ

て
い
る
。
太
宰
春
台
は
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
音
楽
の
研
究
を
行
な
っ
た
代
表
的
な
学

者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
音
楽
学
の
分
野
に
お
け
る
従
来
の
研
究
で
は
、
楽

律
研
究
に
関
し
て
は
『
律
呂
通
考
』
に
独
創
性
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
「「
律
呂
通
考
」
は
、

徂
徠
の
音
律
論
を
祖
述
し
て
い
る
ほ
か
独
創
味
に
と
ぼ
し
い
」
と
評
さ
れ
、
楽
論
に
つ
い
て

は
「
彼
〈
徂
徠
〉
の
理
論
の
学
的
価
値
の
如
何
は
別
と
し
て
、
彼
は
日
本
人
と
し
て
は
、
江

戸
時
代
の
日
本
人
と
し
て
は
珍
し
い
音
楽
理
論
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
彼
の
門
人
で

あ
る
太
宰
春
台
（
一
六
六
〇
〜
一
七
四
七
）
の
邦
楽
観
、
俗
楽
観
に
は
、
多
分
に
感
情
的
、

主
観
的
な
も
の
が
混
入
し
て
い
る
。」
な
ど
と
評
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
は
ほ
ぼ
『
律
呂
通
考
』『
独
語
』
の
み
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、『
経
済
録
』
を
考
慮
に
入
れ
る
と
春
台
の
楽
論
の
意
義
は
も
う
少
し
異
な
る
面
で

の
評
価
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
春
台
の
主
著
と
し
て
知
ら
れ

る
『
経
済
録
』
の
楽
論
を
検
討
す
る
。

二
　『
経
済
録
』
に
お
け
る
太
宰
春
台
の
基
本
的
な
考
え
方

　

太
宰
春
台
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
信
州
の
飯
田
で
生
ま
れ
た
。
春
台
は
号
で
、
名

は
純
、
字
は
徳
夫
、
通
称
は
弥
右
衛
門
、
柴
芝
園
と
も
号
し
た
。
三
十
二
歳
の
時
に
荻
生
徂

徠
に
入
門
し
、三
十
六
歳
の
頃
に
江
戸
の
小
石
川
牛
天
神
の
近
く
に
私
塾
の
柴
芝
園
を
開
き
、

以
後
経
世
論
を
中
心
に
多
く
の
書
を
著
わ
す
と
と
も
に
、
多
数
の
門
人
を
育
て
た
。
今
日
一

般
に
春
台
の
主
著
と
さ
れ
る
『
経
済
録
』
は
春
台
が
五
十
歳
の
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）

に
成
っ
た
書
で
あ
る
。

　
『
経
済
録
』
は
巻
一
の
経
済
総
論
の
冒
頭
に
「
凡
天
下
国
家
を
治
る
を
経
済
と
云
。
世
を

経
め
民
を
済
ふ
と
云
ふ
義
也
」
と
見
え
る
よ
う
に
、今
日
に
謂
う
「
経
済
」
の
書
で
は
な
く
、

天
下
国
家
を
治
め
る
要
諦
に
つ
い
て
の
春
台
の
考
え
を
著
し
た
も
の
で
、
全
体
は
、
経
済
総

論
（
巻
一
）、
礼
楽
（
巻
二
）、
官
職
（
巻
三
）、
天
文
・
地
理
・
律
暦
（
巻
四
）、
食
貨
（
巻
五
）、

３

４

５

6

７

祭
祀
・
学
政
（
巻
六
）、
章
服
・
儀
仗
・
武
備
（
巻
七
）、
法
令
・
刑
罰
（
巻
八
）、
制
度
（
巻
九
）、

無
為
・
易
道
（
巻
十
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。
各
論
を
礼
楽
か
ら
説
き
始
め
て
い
る
こ
と
か
ら

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
春
台
は
取
り
分
け
礼
楽
を
重
ん
じ
て
い
た
。
本
稿
で
は
巻
二
の
礼
楽
論

の
中
の
楽
論
を
主
た
る
対
象
に
す
る
が
、
楽
論
を
検
討
す
る
前
に
、
春
台
の
基
本
的
な
考
え

方
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
経
済
録
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
春
台
の
経
世
論
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
凡
例

に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
春
台
は
凡
例
の
冒
頭
に
「
凡
経
済
の
術
は
、
中
華
の
先
王
の
道
を
至

極
と
す
、
先
王
と
は
、
唐
虞
の
二
帝
、
夏
殷
周
の
三
代
の
明
王
を
指
て
言
、
二
帝
三
王
は
、

皆
大
聖
人
に
て
、
神
妙
な
る
智
慧
を
以
て
、
天
下
を
治
め
玉
へ
れ
ば
、
其
定
置
れ
た
る
法
式

は
、
何
も
萬
世
の
鑑
也
」
と
、
先
ず
古
代
中
国
の
唐
虞
の
二
帝
と
夏
殷
周
の
三
代
の
明
王
の

定
め
置
か
れ
た
法
式
は
萬
世
の
鑑
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
先
王
の
道
が
経
済
の
術
の
最

高
の
も
の
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
春
台
は
先
王
の
道
を
当
時
の
日
本
に
そ
の
ま
ま
適
用
さ
せ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、「
先
王
の
道
な
れ
ば
迚
、
今
日
本
に
、
是
を
全
く

其
儘
に
て
行
ふ
べ
き
に
は
非
ね
ど
も
、
天
下
を
治
め
ば
、
何
事
も
古
を
稽
て
、
是
を
本
と
し

て
料
簡
せ
ざ
れ
ば
、
末
世
の
俗
智
に
牽
れ
易
し
、
俗
智
は
大
に
害
を
な
す
也
、
今
此
書
に
必

ず
先
王
の
事
を
称
す
る
は
本
を
明
さ
ん
と
也
」
と
、
古
を
稽
え
て
、
こ
れ
を
根
本
に
据
え
て

思
慮
し
な
け
れ
ば
、
末
世
の
世
俗
的
な
知
恵
に
引
き
ず
ら
れ
て
害
を
な
す
と
し
て
、
こ
の
書

が
先
王
の
事
蹟
を
称
賛
す
る
の
は
根
本
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
そ
の
意
図
を
明
確

に
述
べ
る
。
そ
し
て
凡
例
の
終
わ
り
の
方
に
は
「
今
此
書
は
、
純
が
愚
陋
な
る
心
を
、
拙
き

詞
に
著
し
た
れ
ど
も
、
先
王
聖
人
の
道
を
本
と
し
て
、
孔
子
の
教
に
従
ひ
、
和
漢
の
往
蹟
を

考
て
、
今
日
の
事
務
を
論
ず
る
こ
と
的
切
也
」
と
、
こ
の
書
は
拙
い
詞
で
著
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
先
王
聖
人
の
道
を
根
本
に
据
え
て
、
孔
子
の
教
に
従
い
つ
つ
、
和
漢
の
辿
っ
て
き

た
歴
史
を
考
え
て
、
今
日
の
対
処
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
的
切
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
自
負
を
述
べ
る
。

　

こ
の
言
の
通
り
『
経
済
録
』
の
楽
論
は
、
根
本
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
『
礼
記
楽
記
』

等
を
踏
ま
え
て
楽
の
本
来
の
在
り
方
を
説
き
つ
つ
も
、
一
方
で
日
本
の
楽
の
実
際
の
あ
り
よ

う
を
歴
史
的
展
開
に
則
し
て
網
羅
的
に
通
覧
し
つ
つ
論
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ

め
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
春
台
に
よ
る
日
本
の
楽
の
通
覧
が
結
果
的
に
多
種
目
を
総

合
し
た
日
本
音
楽
史
の
叙
述
の
先
駆
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
今
日
の
音
楽
学
の
目
で
見
た

春
台
の
楽
論
の
最
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

８
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さ
て
、『
経
済
録
』
の
本
論
は
「
経
済
総
論
」
に
始
ま
る
が
、「
経
済
総
論
」
で
は
経
世
済

民
を
論
ず
る
具
体
的
な
視
点
と
し
て
、
時
、
理
、
勢
、
人
情
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

楽
論
の
理
解
に
も
関
わ
る
の
で
、
以
下
に
順
に
私
な
り
に
要
点
を
ま
と
め
て
お
い
た
。

時時
代
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
。
中
国
と
日
本
の
違
い
、時
代
に
よ
る
違
い
を
理
解
せ
ず
に
、

お
し
な
べ
て
古
の
道
を
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
と
う
ま
く
い
か
ず
、
古
の
道
は
国
家
を
治
め

る
に
益
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
時
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

理理
は
道
理
の
こ
と
で
は
な
く
、
木
の
木
目
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
が
本
来
持
っ
て
い
る

理
（
す
じ
め
）
の
こ
と
。
理
に
は
必
ず
本
来
有
し
て
い
る
方
向
性
（
順
逆
）
が
あ
り
、
そ
れ

に
順
え
ば
治
ま
り
、
逆
ら
え
ば
治
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
を
行
う
者
は
、
物
事
の
一

つ
一
つ
の
理
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勢勢
は
常
理
の
外
に
あ
る
も
の
。
例
え
ば
、
水
と
火
の
関
係
の
よ
う
に
、
水
は
火
に
勝
つ
が
、

少
し
の
水
で
は
大
火
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
。
こ
れ
は
火
の
勢
が
強
い
か
ら

で
あ
る
。
世
の
中
に
は
理
と
勢
の
二
つ
が
あ
っ
て
、
理
を
知
っ
て
い
て
も
、
勢
を
知
ら
な
け

れ
ば
、
大
き
な
事
を
な
し
と
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
勢
を
知
っ
て
い
て
も
、
理
を
知
ら

な
け
れ
ば
大
き
な
功
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
と
勢
の
両
方
を
う
ま
く
用
い
尽
く
す
の

が
政
治
の
要
諦
で
あ
る
。

人
情

人
情
を
知
る
と
は
世
の
中
の
人
の
実
情（
ま
こ
と
）を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
実
情
は
好
悪（
す

き
こ
の
む
、
に
く
み
嫌
ふ
）、
苦
楽
（
く
る
し
む
、
た
の
し
む
）、
憂
喜
（
う
れ
う
、
よ
ろ
こ

ぶ
）
の
類
を
い
う
。
政
事
は
人
情
に
協
え
ば
民
は
従
い
、
悖
れ
ば
民
は
従
わ
な
い
。
人
情
は

昔
も
今
も
、
中
国
も
日
本
も
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
中
で
も
大
要
を
な
す
の
は
好
悪

の
二
つ
で
あ
る
。

９
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と
こ
ろ
で
、
春
台
は
人
情
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

凡
人
情
を
知
る
こ
と
は
、
物
理
を
知
る
よ
り
も
難
し
、
物
理
は
、
よ
く
書
を
よ
み
学
問
し

た
る
人
は
之
を
知
る
、
人
情
は
よ
く
書
を
読
み
学
問
し
た
る
計
に
て
は
知
ら
れ
ず
、
天
下

の
人
、
貴
賤
等
を
異
に
し
て
、
其
好
悪
苦
楽
一
様
な
ら
ざ
れ
ば
、
尋
常
の
道
理
を
以
て
、

外
よ
り
遥
に
推
察
し
た
る
分
に
て
は
、
当
ら
ぬ
事
多
し
、
只
よ
く
学
問
し
た
る
上
に
、
其

品
々
の
人
に
近
づ
き
て
、
親
ま
の
あ
た
りに
其
事
を
見
聞
し
て
、
一
々
に
其
人
の
身
に
成
替
り
て
、
其

隠
微
の
處
を
深
く
察
し
、
其
所な
す
わ
ざ業
と
其
言
語
と
に
意
を
注
で
、
精
く
思
惟
す
れ
ば
、
其
大

要
を
得
る
也
、
さ
も
な
く
て
は
、
決
し
て
人
情
に
通
ず
る
こ
と
能
は
ず

　

す
な
わ
ち
人
情
は
書
物
を
読
む
学
問
か
ら
は
知
ら
れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
を
よ

く
よ
く
観
察
し
て
、
そ
の
人
々
の
身
に
な
っ
て
み
る
こ
と
で
大
要
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
や
学
問
の
方
法
は
楽
論
に
見
ら
れ
る
春
台
の
俗
楽
に
つ
い
て
の

詳
細
な
観
察
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
。

　

春
台
の
経
世
論
の
基
本
的
な
考
え
方
や
分
析
の
視
点
は
上
述
の
ご
と
く
で
あ
り
、
巻
二
か

ら
は
各
論
と
な
る
が
、
経
済
総
論
の
末
尾
に
は
「
和
漢
の
往
蹟
を
考
」
え
る
具
体
的
な
方
法

と
、「
先
王
聖
人
の
道
」
に
よ
っ
て
本
を
立
て
る
意
義
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
要

約
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

・ 

政
事
の
条
目
は
中
国
で
は
『
史
記
』
の
八
書
、『
漢
書
』
の
十
志
を
は
じ
め
、
歴
代
の
正

史
な
ど
の
書
物
に
詳
し
い
が
、
日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
詳
し
い
記
録
が
な
い
。
し
か
し
諸

書
の
中
に
雑
ざ
っ
て
い
る
も
の
や
、
人
が
語
り
伝
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
あ
ら
ま
し
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

・ 
政
事
に
は
本
末
が
あ
り
、
本
が
立
て
ば
末
は
治
め
や
す
い
。
本
を
立
て
る
の
が
経
世
済
民

の
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　

礼
楽
論
も
例
外
で
は
な
く
、
本
を
立
て
る
こ
と
を
企
図
し
て
記
さ
れ
、
日
本
の
実
情
に
つ

い
て
は
諸
書
か
ら
探
り
出
す
と
と
も
に
、
伝
聞
を
駆
使
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

13
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三
　
礼
楽
総
論

　

巻
一
の
総
論
を
含
め
る
と
全
十
巻
に
及
ぶ
『
経
済
録
』
の
各
論
は
「
礼
楽
」
に
始
ま
る
。

こ
の
こ
と
自
体
が
春
台
が
礼
楽
こ
そ
が
経
世
済
民
の
根
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
端

的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、「
礼
楽
」
の
総
論
の
中
で
も
春
台
は
「
時
に
は
古
今
あ
れ

ど
も
、
人
情
物
理
は
古
今
大
に
同
じ
、
天
地
人
民
の
有
ん
限
り
、
礼
楽
の
行
わ
れ
ざ
る
世
も

国
も
決
し
て
有
ま
じ
き
な
り
」
と
、
人
の
心
や
物
事
の
理
は
古
今
で
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、

礼
楽
が
行
わ
れ
な
い
時
代
や
国
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
礼
楽
の
重
要
性
を
強
調

し
て
い
る
。　
　

　

で
は
春
台
は
礼
楽
を
い
か
な
る
も
の
と
考
え
て
い
た
か
。
礼
楽
論
の
冒
頭
は
「
礼
は
万
事

の
作
法
儀
式
也
、
礼
法
礼
儀
と
い
ふ
是
也
、
楽
は
歌
舞
音
楽
也
」
に
始
ま
る
。
春
台
は
、
礼

は
万
事
の
作
法
や
儀
式
、
楽
は
歌
舞
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
と
礼
楽
の
内
容
を
噛
み
砕
い
て
説

明
し
た
上
で
、「
天
下
の
経
論
す
る
道
、
礼
楽
よ
り
先
な
る
は
な
し
。
去
ば
三
代
の
明
王
、

天
下
を
取
玉
ひ
て
は
、
必
ず
首
に
礼
を
制
し
楽
を
作
り
玉
ふ
。
礼
楽
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
天
下

を
治
る
事
不
レ
能
故
な
り
」
と
、
経
書
の
論
に
礼
楽
よ
り
先
に
あ
る
も
の
は
な
く
、
三
代
の

明
王
は
天
下
を
と
る
と
真
っ
先
に
礼
楽
を
制
作
し
た
こ
と
、
礼
楽
を
措
い
て
は
天
下
を
治
め

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
礼
に
は
必
楽
あ
り
、
楽
に
は
必
礼

あ
り
、
礼
と
楽
と
は
、
相
離
ざ
る
者
也
」
と
礼
楽
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、「
礼
は

厳
粛
な
る
者
也
、
楽
は
和
順
な
る
者
也
」「
礼
を
以
て
は
上
下
の
位
を
定
め
、
貴
賤
の
等
を

弁
へ
、
男
女
の
別
を
明
か
に
し
、
父
子
兄
弟
の
倫
を
正
し
く
す
、
楽
を
以
て
は
上
下
の
交
を

な
し
、
君
臣
の
情
を
協
へ
、
賓
主
の
好
み
を
合
せ
、
神
と
人
と
の
和
を
導
き
、
も
の
云
ず
し

て
人
の
心
を
感
通
せ
し
む
る
者
は
、
只
礼
楽
也
、
然
る
故
に
是
を
不
言
の
教
と
い
ふ
」
と
、

礼
は
厳
粛
な
も
の
で
、
上
下
、
貴
賤
、
男
女
、
父
子
、
兄
弟
な
ど
の
別
を
弁
え
て
人
倫
を
正

し
く
す
る
も
の
、
楽
は
和
順
な
も
の
で
、
上
下
、
君
臣
、
賓
主
（
客
と
主
人
）、
神
人
が
心

を
通
わ
せ
て
和
す
る
も
の
と
述
べ
る
。
礼
楽
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
や
、礼
は
秩
序
、

楽
は
調
和
と
い
う
考
え
方
は
『
楽
記
』
な
ど
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
春
台

は
こ
こ
に
一
般
的
な
礼
楽
論
を
説
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
礼
楽
を
「
も
の
云
ず
し
て
人

の
心
を
感
通
せ
し
む
る
者
」
と
し
て
、「
不
言
の
教
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

礼
楽
は
、
言
語
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
言
語

よ
り
速
や
か
に
人
の
心
に
入
る
と
春
台
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
春
台

15
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は
礼
楽
の
効
用
が
甚
大
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

凡
人
心
を
感
発
せ
し
む
る
こ
と
、
礼
楽
よ
り
甚
し
き
は
な
し
、
民
を
善
に
導
く
こ
と
、
礼

楽
よ
り
近
き
は
な
し
、
言
語
の
教
は
、
人
に
入
事
浅
く
、
其
及
ぶ
所
狭
く
し
て
、
功
を
な

す
こ
と
遅
し
、
礼
楽
の
教
は
、
人
に
入
る
事
深
く
、
其
及
ぶ
所
広
く
し
て
、
効
を
得
る
こ

と
甚
速
也
、
古
の
聖
人
も
の
い
は
ず
し
て
万
民
を
教
へ
、
天
下
の
心
を
一
致
せ
し
め
玉
へ

る
は
礼
楽
の
道
也

　

そ
し
て
、
春
台
は
そ
の
よ
う
な
礼
楽
の
「
不
言
の
教
」
の
実
例
と
し
て
公
家
の
儀
式
、
仏

教
儀
礼
を
掲
げ
、
今
の
世
の
人
、
公
家
の
儀
式
を
観
て
は
、
情
な
き
卑
賤
の
身
に
て
も
感
を

興
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
は
、
礼
楽
あ
る
故
也
」「
仏
法
な
ど
は
世
外
の
教
に
て
、
人
間
の

礼
法
を
離
た
る
者
な
れ
ど
も
、
事
有
て
其
法
を
行
ふ
に
は
、
必
夫
々
の
儀
式
あ
り
、
種
々
の

鳴
物
を
な
ら
し
、
伽
陀
梵
唄
を
唱
ふ
、
儀
式
は
礼
也
、
鳴
物
は
楽
也
、
伽
陀
梵
唄
は
歌
也
、

世
の
人
、
僧
の
仏
事
を
な
す
を
観
て
、
感
を
興
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
は
、
是
又
礼
楽
あ
る

故
也
」
と
、
公
家
の
儀
式
も
仏
教
儀
礼
も
礼
楽
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
観
る
者
が
感
を
興

さ
な
い
こ
と
が
な
い
と
述
べ
る
。

　

こ
れ
ら
は
書
物
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
自
身
の
体
験
や
観
察
に

も
と
づ
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

礼
楽
論
は
、
以
上
の
総
論
の
の
ち
に
、
礼
論
と
楽
論
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
以

下
に
は
楽
論
に
つ
い
て
、
本
文
を
全
文
掲
げ
つ
つ
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

四
　
楽
論

　

楽
論
で
は
春
台
は
先
ず
「
楽
」
と
は
何
か
を
説
明
し
（
①
）、
次
に
日
本
の
楽
の
あ
り
よ

う
を
通
覧
し
（
②
）、
最
後
に
対
処
法
を
示
唆
す
る
（
③
）。
凡
例
で
見
た
「
先
王
聖
人
の
道

を
本
と
し
て
、
孔
子
の
教
に
従
ひ
、
和
漢
の
往
蹟
を
考
て
、
今
日
の
事
務
を
論
ず
る
」
と
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
先
王
聖
人
の
道
を
本
と
し
て
、
孔
子
の
教
に
従
ひ
」
が
①
、「
和
漢
の

往
蹟
を
考
て
」
が
②
、「
今
日
の
事
務
を
論
ず
る
」
が
③
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
下
順

に
見
て
い
く
。
な
お
、
標
題
は
筆
者
が
私
案
と
し
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
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楽
は
人
の
慰
み
、
人
の
心
の
楽
し
み
か
ら
起
こ
る

楽
は
も
と
人
の
慰
也
、
楽
は
楽
也
と
釈
し
て
人
の
心
の
楽
よ
り
起
る
者
也
、
人
は
も
と
動

物
な
る
故
に
、
須
臾
も
所
作
な
く
て
は
あ
ら
れ
ぬ
者
也
、
若
暫
時
も
所
作
な
け
れ
ば
、
必

邪
僻
の
心
起
て
、
不
善
を
な
す
こ
と
あ
り
、
何
に
て
も
所
作
あ
れ
ば
、
其
所
作
を
成
し
て

心
を
慰
む
は
常
也
、
然
ど
も
常
の
所
作
も
な
し
難
き
時
あ
り
て
、
心
寂
し
き
こ
と
あ
り
、

又
所
作
に
因
り
心
の
鬱
結
す
る
事
も
あ
り
、
左
様
の
と
き
は
、
歌
謡
を
な
し
て
声
を
発
し

気
を
泄
し
、
糸
竹
を
鳴
し
て
鬱
を
開
き
、
徒
然
を
慰
む
、
是
又
人
の
常
の
情
也
、
又
宴
享

等
の
事
に
て
会
集
す
る
も
、
飲
食
の
み
に
て
日
を
暮
し
夜
を
明
し
て
は
、
歓
楽
尽
難
き
故

に
、
必
ず
歌
舞
音
楽
を
用
ひ
て
、
賓
主
の
歓
を
尽
し
、
睦
を
修
し
好
を
結
ぶ
、
是
又
人
情

の
已
む
こ
と
を
得
ざ
る
所
也

　

春
台
は
楽
の
本
質
を
、
楽
は
人
の
慰
み
で
あ
り
、
人
の
心
の
楽
し
み
か
ら
起
こ
る
も
の
と

説
明
す
る
。
そ
し
て
人
は
生
き
物
で
あ
る
か
ら
、
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
少
し

の
間
で
も
す
る
こ
と
が
な
い
と
不
善
を
な
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
心
さ
み
し
い
時
や
、
心
が

鬱
結
し
て
い
る
時
に
歌
や
糸
竹
の
楽
器
で
徒
然
を
慰
め
、
宴
饗
の
場
で
歓
楽
が
尽
き
な
い
時

に
も
歌
舞
音
楽
で
歓
を
尽
く
し
、
親
睦
を
深
め
る
の
は
人
情
の
常
で
あ
る
と
述
べ
る
。

楽
は
人
の
心
を
和
す
る
も
の

凡
楽
は
人
心
を
和
す
る
者
也
、
礼
は
厳
敬
を
本
と
す
る
故
に
、
礼
を
正
し
く
す
れ
ば
、
君

臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
、
人
倫
の
間
厳
畏
愿
愨
な
る
の
み
に
て
、
和
睦
の
意
失

せ
易
し
、
楽
は
和
を
本
と
す
る
故
に
、
之
を
用
ひ
て
君
臣
、
上
下
、
父
子
、
兄
弟
を
和
す

る
也
、
さ
れ
ば
古
の
礼
に
必
ず
楽
を
用
る
は
、
和
を
導
ん
為
也
、
楽
に
は
必
ず
礼
を
用
る

は
、
敬
を
存
せ
ん
為
也
、
又
古
は
賓
客
を
宴
す
る
に
、
或
は
射
礼
を
行
ひ
、
或
は
投
壺
と

て
、
矢
を
壺
に
投
入
る
ヽ
慰
あ
り
、
是
に
も
楽
を
用
ふ
る
は
、
歓
楽
を
飾
る
意
也
、
又
礼

儀
を
節
せ
ん
為
也
、
礼
義
を
節
す
と
い
ふ
は
、
節
は
程
な
り
、
拍
子
也
、
大
礼
を
行
ふ
に

は
、
進
退
遅
速
を
度
に
合
せ
て
、
其
程
拍
子
を
斉
く
す
る
に
楽
を
以
て
相
図
と
す
る
な
り
、

譬
へ
ば
僧
家
に
て
仏
事
を
行
ふ
に
、
鐘
鼓
を
撃
て
進
退
作
止
の
相
図
と
す
る
が
如
し
、
此

等
の
義
に
因
り
て
、
大
礼
に
は
必
楽
を
用
る
也

　

次
に
礼
楽
の
総
論
で
述
べ
た
こ
と
を
楽
の
視
点
か
ら
再
度
説
き
、
楽
は
人
の
心
を
和
す
も

17

の
、
礼
は
厳
粛
や
敬
意
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
礼
が
正
し
く
行
わ
れ
る
と
厳
格
に
な

る
の
み
で
和
睦
の
心
が
失
わ
れ
る
た
め
楽
で
和
す
る
こ
と
、
礼
楽
は
不
可
分
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
述
べ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
楽
の
起
こ
り
や
働
き
を
説
明
し
た
上
で
、
春
台
は
楽
は
あ
ら
ゆ
る
国
に
存

在
す
る
が
、
正
し
い
楽
と
正
し
く
な
い
楽
が
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
く
。

楽
の
無
い
国
は
な
い
が
、
夷
狄
の
楽
は
正
し
く
な
い

凡
人
は
、
少
し
心
を
慰
む
る
こ
と
な
く
て
は
あ
ら
れ
ぬ
者
也
、
心
を
慰
み
鬱
を
開
き
、
気

を
行
す
こ
と
、
楽
に
し
く
は
な
し
、
さ
れ
ば
天
地
の
間
、
中
国
よ
り
外
の
万
国
に
至
る
迨
、

国
と
し
て
楽
な
き
は
あ
ら
ず
、
然
る
に
夷
狄
は
土
地
に
偏
気
あ
る
故
に
、
人
情
も
偏
僻
に

て
、
楽
の
声
音
多
く
は
正
し
か
ら
ず
、
中
国
に
も
、
鄭
衛
桑
間
濮
上
の
楽
は
淫
声
也
、
先

王
の
雅
楽
の
み
、
天
地
の
正
気
よ
り
出
た
る
声
に
て
、
真
の
中
和
の
音
也

　

ど
の
国
に
も
楽
が
存
在
す
る
こ
と
は
江
戸
時
代
の
学
者
に
お
い
て
も
既
に
一
般
的
な
認
識

に
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
雨
森
芳
洲
（
一
六
六
八
〜
一
七
五
五
）
の
『
た
は
れ
ぐ
さ
』
に
も

「
も
て
な
し
す
る
に
、
音
楽
と
い
ふ
も
の
な
く
ば
、
い
か
て
か
よ
ろ
こ
び
を
た
す
く
べ
き
。

（
中
略
）　

い
づ
れ
の
国
に
も
、
そ
の
国
々
の
音
楽
は
あ
る
な
り
。
唐も
ろ
こ
し山
、
韓か
ら

、
天て
ん
じ
く竺
、
其
外
、

西を
ら
ん
だ洋

、
呂る
す
ん宋

な
ど
い
へ
る
国
ま
で
、
み
な
そ
の
く
に
／
＼
の
音
楽
あ
る
を
見
て
、
自
然
の
こ

と
わ
り
な
る
事
を
し
る
べ
し
」
と
見
え
て
い
る
。
し
か
し
儒
学
者
は
楽
な
ら
何
で
も
良
い
と

は
考
え
て
お
ら
ず
、春
台
も
土
地
に
偏
気
が
あ
る
夷
狄
の
楽
の
声
音
の
多
く
が
正
し
く
な
く
、

中
国
の
鄭
衛
桑
間
濮
上
の
楽
も
淫
声
で
あ
る
こ
と
、
先
王
の
雅
楽
の
み
が
天
地
の
正
気
か
ら

出
た
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
雅
楽
と
淫
楽
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

雅
楽
と
淫
楽
は
異
な
る

凡
音
楽
は
、
妙
に
人
の
心
を
感
動
す
る
者
な
り
、
さ
れ
ば
淫
楽
を
聴
け
ば
、
心
蕩
て
淫
佚

に
な
が
れ
、
雅
楽
を
聴
け
ば
、
心
正
く
な
り
て
中
和
に
合
ふ
、
是
天
然
の
妙
也
、
孝
経
に

「
移
レ
風
易
レ
俗
、莫
レ
善
二
於
楽
一
」
と
い
へ
る
は
、淫
楽
世
に
行
は
る
れ
ば
民
の
風
俗
頽
れ
、

雅
楽
世
に
行
は
る
れ
ば
、
民
の
風
俗
正
く
な
る
こ
と
古
今
こ
れ
同
じ
、
風
俗
を
移
し
易
る

者
は
楽
な
る
故
に
、
風
俗
を
保
つ
も
の
も
楽
也
、
さ
れ
ば
国
家
を
立
る
に
は
、
初
に
雅
楽

を
作
て
世
に
行
ひ
、
淫
楽
を
禁
じ
て
民
間
に
用
ひ
ざ
ら
し
む
る
、
是
王
者
の
要
務
也
、
孔
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子
の
顔
淵
に
邦
を
為
る
こ
と
を
告
玉
ふ
に
、「
楽
則
韶
舞
」
と
曰
ひ
て
、
又
「
放
二
鄭
声
一
」

と
曰
ふ
、
則
此
義
也
、
秦
の
代
に
儒
書
を
焚
き
、
儒
者
を
殺
て
よ
り
、
礼
楽
の
道
絶
ぬ
れ

ど
も
、
漢
の
世
に
諸
の
博
士
に
詔
し
て
、
古
書
を
考
し
め
て
、
古
道
を
興
さ
れ
し
よ
り
、

礼
楽
の
道
復
興
れ
り
、
三
代
の
古
に
及
ば
ず
と
い
へ
ど
も
、
漢
よ
り
以
後
、
歴
代
の
帝
王

天
下
に
臨
玉
ひ
て
は
、
必
礼
楽
を
作
ら
し
め
ら
れ
る
、
礼
あ
れ
ば
必
楽
あ
り
、
天
地
、
社

稷
、
宗
廟
を
祭
玉
ふ
に
、
楽
を
用
ひ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
是
天
下
を
治
る
に
、
礼
楽
無

く
て
叶
は
ざ
る
故
也
、
漢
よ
り
以
後
の
楽
は
、
完
き
古
楽
に
非
と
雖
ど
も
、
郊
廟
朝
廷
に

用
ゆ
る
楽
な
る
故
に
、
世
俗
の
淫
楽
と
は
同
日
に
語
る
べ
き
者
に
非
ず

　

春
台
は
雅
楽
と
淫
楽
の
相
違
に
つ
い
て
、
音
楽
が
人
の
心
に
及
ぼ
す
影
響
に
注
目
し
、
音

楽
は
奥
深
く
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
淫
楽
を
聞
く
と
心
が
蕩
け
て
淫
佚

に
流
れ
、雅
楽
を
聴
く
と
心
が
正
し
く
な
り
中
和
に
合
す
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
『
孝
経
』

の
「
風
を
移
し
俗
を
易
る
は
、
楽
よ
り
善
き
は
莫
し
」
を
引
き
、
淫
楽
が
世
の
中
に
行
わ
れ

れ
ば
民
の
風
俗
が
悪
く
な
り
、
雅
楽
が
世
の
中
に
行
わ
れ
れ
ば
民
の
風
俗
が
正
し
く
な
る
の

は
古
今
で
変
わ
り
は
な
い
と
述
べ
、
風
俗
を
移
し
易
る
の
も
、
風
俗
を
保
つ
の
も
楽
で
あ
る

か
ら
、
国
家
を
立
て
る
際
に
は
初
め
に
雅
楽
を
作
っ
て
世
の
中
に
行
い
、
淫
楽
を
禁
止
し
て

民
間
に
用
い
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
王
者
の
要
務
で
あ
る
こ
と
、
孔
子
が
国
を
お
さ
め

る
要
諦
と
し
て
顔
淵
に
語
っ
た
「
楽
は
則
ち
韶
舞
」「
鄭
声
を
放
て
」（
論
語
）
と
は
、
こ
の

意
味
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

　

古
の
雅
楽
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
春
台
は
、
次
に
中
国
に
お
け
る
古
楽
の
歴
史
に
つ
い

て
、
秦
代
の
焚
書
坑
儒
に
よ
っ
て
礼
楽
の
道
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
が
、
漢
代
に
は
古
書
か
ら

古
の
道
が
興
さ
れ
、
礼
楽
の
道
が
再
び
興
っ
た
こ
と
、
漢
以
降
の
歴
代
の
帝
王
は
天
下
を
と

る
と
必
ず
礼
楽
を
作
り
天
地
、
社
稷
、
宗
廟
を
祀
っ
た
の
は
、
礼
楽
が
天
下
を
治
め
る
の
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
と
説
き
、漢
以
降
の
楽
は
完
全
な
古
楽
で
は
な
い
が
、

郊
廟
朝
廷
に
用
い
る
楽
で
あ
る
か
ら
世
俗
の
淫
楽
と
同
日
に
論
ず
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と

述
べ
る
。

　

こ
こ
に
古
の
雅
楽
か
ら
漢
以
降
の
楽
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
述
べ
、
郊
廟
朝
廷
に
用
い
る

漢
以
降
の
楽
は
完
全
な
古
楽
で
は
な
く
と
も
世
俗
の
淫
楽
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
の
は
、
漢
以
降
の
楽
が
日
本
の
楽
の
源
流
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
楽
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
説
明
し
た
上
で
、
春
台
は
日
本
の
楽
に
目
を

転
じ
る
。

日
本
に
は
聖
徳
太
子
の
時
代
か
ら
楽
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

日
本
に
は
聖
徳
太
子
中
華
の
楽
を
求
て
、
数
多
の
伶
人
に
是
を
習
は
し
め
て
、
朝
廷
に
用

ら
れ
し
よ
り
、
今
の
世
迄
伝
れ
り
、
此
方
に
伝
は
れ
る
楽
は
、
漢
朝
よ
り
唐
朝
迨
の
楽
也

と
い
ふ
は
、
琵
琶
、
横
笛
、
篳
篥
、
洞
簫
、
尺
八
、
鞨
鼓
な
ど
、
皆
漢
以
後
の
楽
器
な
る

故
也
、
さ
れ
ど
も
糸
の
属
に
琴
あ
り
、
匏
の
属
に
笙
あ
り
、
此
二
つ
は
皆
上
古
の
楽
器
に

て
此
方
に
伝
れ
り
、
瑟
を
ば
、
昔
鯖
尾
琴
と
名
付
て
楽
に
用
た
り
と
い
ひ
伝
ふ
れ
ど
も
、

世
に
伝
は
ら
ず
、
箏
は
秦
の
楽
器
に
て
、
漢
以
来
之
を
用
ふ
、
瑟
よ
り
出
た
る
者
に
て
、

瑟
は
二
十
五
絃
な
る
を
、
半
に
し
て
十
三
絃
に
な
し
た
り
と
い
ひ
伝
ふ
、
是
も
古
き
物
也
、

和
琴
は
吾
国
神
代
の
楽
器
也
と
い
ふ
、
今
思
へ
ば
其
制
中
華
の
筑
と
い
ふ
物
に
似
た
り
、

中
華
は
唐
朝
迨
は
古
楽
遺
り
て
有
し
が
、
宋
朝
よ
り
音
楽
大
に
変
ぜ
り
と
聞
ゆ
、
吾
国
の

楽
は
、
唐
人
よ
り
受
来
れ
る
故
に
、
却
て
古
楽
多
し
と
い
ふ
、
然
れ
ば
今
吾
国
に
伝
は
れ

る
如
く
の
楽
は
、
今
の
中
国
に
は
絶
て
有
ま
じ
き
也
、
又
此
方
に
は
高
麗
の
楽
あ
り
、
高

麗
は
今
の
朝
鮮
な
れ
ど
も
、
今
彼
国
に
は
高
麗
の
楽
少
し
も
伝
は
ら
ず
と
い
ふ
、
凡
異
国

に
て
は
、
歴
代
天
下
の
改
る
と
き
、
必
礼
を
制
し
楽
を
作
る
故
に
、
い
つ
と
な
く
変
化
し

て
、
古
楽
亡
失
て
新
楽
と
な
る
こ
と
あ
り
、
此
方
は
新
に
楽
を
作
る
こ
と
な
く
、
聖
徳
太

子
の
と
き
、
伶
人
を
定
置
て
、
専
門
に
此
業
を
守
ら
し
め
ら
れ
し
故
に
、
千
余
年
を
歴
て

今
の
世
迨
に
、
亡
び
失
せ
ず
し
て
全
く
伝
は
れ
り
、
誠
に
珍
重
す
べ
き
事
也

　

春
台
は
中
華
の
楽
の
導
入
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
そ
の
端
緒
を
聖
徳
太
子
が
数
多
の
伶
人
に

習
わ
せ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
日
本
に
伝
来
し
た
楽
は
中
国
の
漢
代
か
ら
唐

代
ま
で
の
楽
で
あ
り
、
中
国
で
は
唐
代
ま
で
は
古
楽
が
遺
っ
て
い
た
が
宋
代
か
ら
音
楽
が
大

き
く
変
化
し
た
の
で
、
日
本
の
楽
に
は
か
え
っ
て
古
楽
が
多
く
遺
っ
て
い
る
こ
と
、
日
本
の

高
麗
楽
も
今
の
朝
鮮
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
述
べ
た
上
で
、
異
国
で
は
天
下
が
改

ま
る
時
に
は
礼
楽
を
新
た
に
制
作
す
る
た
め
、
古
楽
は
亡
ん
で
新
楽
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
る
が
、
日
本
で
は
新
楽
を
作
る
こ
と
は
な
く
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
置
か
れ
た
専
門
家

に
よ
っ
て
一
千
年
を
超
え
て
亡
び
ず
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
誠
に
珍
重
す
べ
き
こ
と
で

あ
る
と
述
べ
る
。

18

19



－ 103 －

遠藤：太宰春台『経済録』の楽論についての一考察

　

と
こ
ろ
で
、『
経
済
録
』
に
お
い
て
は
唐
代
ま
で
古
楽
が
残
り
、
宋
代
か
ら
音
楽
が
大
き

く
変
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
春
台
で
あ
る
が
、『
経
済
録
』
脱
稿
以
後
に
少
し
考
え
が
変
わ

っ
た
よ
う
で
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
六
経
略
説
』
に
は
「
秦
漢
以
来

は
、
古
楽
崩
て
世
に
行
は
れ
ざ
れ
ど
も
、
其
音
律
法
制
は
遺
て
、
六
朝
の
末
、
隋
の
初
ま
で

伝
は
れ
り
、
隋
の
世
に
楽
大
に
変
じ
て
、
唐
宋
以
来
の
楽
は
、
古
楽
に
非
ず
、
日
本
の
楽
は

六
朝
よ
り
伝
た
る
故
に
、
古
楽
の
制
な
り
」
と
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
楽
の
源
流
に

つ
い
て
は
少
し
考
え
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
徂
徠
を
師
と
す
る
春
台
も
ま
た
日

本
の
雅
楽
に
は
古
代
中
国
の
古
楽
が
残
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

亡
ん
だ
楽
器
と
今
の
楽
器

琴
を
弾
ず
る
こ
と
は
、
源
氏
物
語
な
ど
に
見
え
て
、
昔
は
殊
に
是
を
用
た
り
と
聞
ゆ
る
に
、

い
つ
の
程
よ
り
か
其
道
亡
て
、
今
の
世
に
は
知
れ
る
人
な
し
、
琵
琶
、
箏
、
和
琴
は
其
道

伝
は
れ
り
、
尺
八
は
、
唐
の
玄
宗
の
好
玉
へ
る
物
に
て
、
昔
は
雅
楽
に
用
た
り
し
に
、
是

も
い
つ
の
程
よ
り
か
廃
し
て
今
は
俗
楽
と
な
れ
り
、
南
都
法
隆
寺
に
、
聖
徳
太
子
の
吹
玉

ひ
し
尺
八
あ
り
と
い
ふ
、
長
さ
一
尺
八
分
な
る
故
に
尺
八
と
い
ふ
、
今
は
之
を
一ひ
と

節よ

断ぎ
り

と

い
ふ
、
竹
の
節
を
一
つ
籠
る
故
也
、
今
の
世
に
虚
無
僧
の
吹
く
物
を
尺
八
と
い
ふ
は
誤
也
、

彼
は
洞
簫
の
類
也
、
節
三
つ
籠
る
故
に
、
三み

節よ

断ぎ
り

と
も
云
、
洞
簫
も
本
雅
楽
の
器
に
て
、

其
制
度
は
伶
工
の
家
に
伝
は
り
て
、
今
の
世
に
も
あ
れ
ど
も
、
吹
く
人
な
し
、
今
の
楽
器

は
琵
琶
、
箏
、
和
琴
を
三
絃
と
い
ひ
、
笙
、
篳
篥
、
横
笛
を
三
管
と
い
ひ
、
羯
鼓
、
太
鼓
、

鉦
鼓
を
三
鼓
と
い
ふ

　

次
に
春
台
は
日
本
に
伝
来
し
た
楽
器
に
つ
い
て
、
琴
は
す
で
に
亡
ん
で
い
る
こ
と
、
尺
八

は
い
つ
し
か
俗
楽
の
楽
器
と
な
り
一
節
断
（
一
節
切
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
虚
無
僧
の

吹
い
て
い
る
の
は
尺
八
で
は
な
く
洞
簫
の
類
で
あ
る
こ
と
、
当
時
の
楽
器
は
琵
琶
、
箏
、
和

琴
の
三
絃
、
笙
、
篳
篥
、
横
笛
の
三
管
、
羯
鼓
、
太
鼓
、
鉦
鼓
の
三
鼓
で
あ
る
こ
と
な
ど
を

述
べ
る
。
な
お
、琴（
七
絃
琴
）は
江
戸
時
代
に
は
文
人
の
間
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

春
台
は
七
絃
琴
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
か
そ
の
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

今
様
、
朗
詠

昔
は
歌
の
類
に
は
、
今
様
朗
詠
と
い
ふ
者
あ
り
、
今
様
は
俗
間
の
歌
曲
な
れ
ど
も
、
其
詞

20
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鄙
俚
な
ら
ず
、
風
雅
に
近
き
者
也
、
朗
詠
は
、
公
任
大
納
言
の
和
漢
朗
詠
を
歌
ふ
な
り
、

是
に
は
管
絃
を
和
す
る
こ
と
あ
り

　

次
に
歌
に
つ
い
て
、
昔
は
今
様
、
朗
詠
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
今
様
は
俗
間
の
歌
曲
で
は

あ
る
が
、
歌
詞
は
野
鄙
な
も
の
で
は
な
く
風
雅
に
近
い
と
評
し
、
朗
詠
は
（
平
安
時
代
の
公

卿
の
）
藤
原
公
任
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
歌
う
も
の
で
、
管
絃
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と

述
べ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
今
様
、
朗
詠
の
み
を
掲
げ
、
催
馬
楽
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、

こ
れ
は
当
時
は
ま
だ
催
馬
楽
が
復
興
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
今
様
は
現
行

し
な
い
が
、『
独
語
』
に
は
「
今
様
は
亡
び
に
た
れ
ど
一
つ
二
つ
残
り
て
、
人
の
う
た
ふ
を

聞
く
に
、
古
雅
の
お
も
む
き
、
今
の
世
に
は
た
と
ふ
べ
き
物
な
し
。」
と
見
え
る
の
で
、
春

台
は
ど
こ
か
で
今
様
の
遺
声
を
耳
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

管
絃扨

管
絃
は
、
上
一
人
よ
り
下
民
間
迄
、
同
く
用
る
こ
と
な
り
し
故
に
、
俗
説
に
矢
作は
ぎ

の
宿

長
の
女
も
、
管
絃
を
な
し
た
り
し
こ
と
を
云
伝
ふ
、
平
の
重
衡
囚
と
な
り
て
鎌
倉
に
在
し

と
き
、
千
寿
と
い
ふ
妓
女
参
て
箏
を
弾
ぜ
し
に
、
五
常
楽
回
忽
皇
麞
な
ど
を
奏
せ
し
と
あ

り
、
凡
其
頃
は
、
是
よ
り
外
に
別
の
音
楽
な
か
り
し
故
に
、
貴
賤
皆
此
雅
楽
を
奏
し
て
心

を
慰
し
也

　

管
絃
に
つ
い
て
は
、
宮
廷
の
み
な
ら
ず
民
間
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
（『
浄
瑠

璃
姫
物
語
』
の
）
矢
作
の
宿
の
長
の
女
の
話
や
（『
平
家
物
語
』
の
）
千
手
前
の
話
を
例
に

挙
げ
、
当
時
は
雅
楽
以
外
の
音
楽
が
な
か
っ
た
の
で
、
貴
賎
を
問
わ
ず
皆
が
雅
楽
を
奏
し
て

心
を
慰
め
て
い
た
と
述
べ
る
。
日
本
の
楽
が
聖
代
の
古
楽
の
遺
制
と
考
え
て
い
た
春
台
に
と

っ
て
、雅
楽
が
上
下
に
浸
透
し
て
い
た
こ
の
時
代
が
理
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

白
拍
子
、
大
頭
の
舞

但
平
の
清
盛
の
好
ま
れ
し
白
拍
子
と
い
ふ
者
計
り
、
妓
女
の
歌
舞
に
て
、
吾
国
の
風
俗
な

る
者
也
、
然
ど
も
其
歌
の
詞
を
観
れ
ば
、
風
雅
の
意
在
て
、
今
の
世
の
歌
曲
の
如
く
に
は

非
ず
、
今
の
世
に
あ
る
大だ
い
が
し
ら頭の
舞
と
い
ふ
者
、
昔
の
白
拍
子
の
流
也
、
さ
れ
ど
も
昔
の
如

く
の
歌
曲
は
な
し
と
聞
ゆ

22
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平
安
中
期
か
ら
は
民
間
か
ら
新
た
な
音
楽
が
生
ま
れ
て
く
る
が
、
春
台
は
平
安
末
期
に
盛

行
し
た
白
拍
子
に
つ
い
て
は
今
様
と
同
様
に
評
価
は
厳
し
く
な
く
、
歌
詞
に
風
雅
の
意
が
あ

り
、
今
の
世
の
歌
曲
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
評
し
て
い
る
。
大
頭
の
舞
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
白
拍
子
の
流
れ
を
く
む
こ
と
、
昔
の
よ
う
な
歌
曲
は
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
記

す
の
み
で
あ
る
が
、『
独
語
』
で
は
「
白
拍
子
は
、今
の
大
頭
の
舞
そ
の
名
残
な
ら
ん
と
思
ふ
。

妓
舞
な
れ
ど
も
、
古
風
猶
残
れ
り
。」
と
見
え
る
の
で
、
古
風
が
残
る
も
の
と
評
価
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　

武
家
の
世
に
な
っ
て
か
ら
出
現
し
た
俗
楽
か
ら
は
春
台
の
目
は
少
し
ず
つ
厳
し
く
な
っ
て

い
く
。

猿
楽
、
田
楽　

北
条
家
の
末
世
よ
り
、
猿
楽
田
楽
な
ど
云
者
あ
り
、
古
に
な
き
俗
楽
作
れ
り
、
然
ど
も
此

等
の
類
は
、
其
楽
工
の
者
の
す
る
業
に
て
、
士
大
夫
の
自
身
に
其
事
を
な
す
に
は
非
ず
、

其
世
に
も
士
大
夫
は
、
只
雅
楽
を
為
し
て
楽
と
せ
し
な
り
、
新
田
義
貞
は
笛
を
吹
き
、
足

利
尊
氏
は
笙
を
吹
き
、
楠
正
成
は
琵
琶
を
弾
じ
て
、
皆
堪
能
な
り
し
と
か
や
、
室
町
家
の

末
よ
り
、
猿
楽
盛
に
な
り
て
、
朝
廷
の
燕
享
に
も
之
を
用
ひ
ら
れ
し
程
に
、
自
然
に
武
家

の
楽
と
な
り
て
、
海
内
に
行
は
る
ヽ
こ
と
二
百
余
年
に
及
べ
り
、
此
猿
楽
は
、
中
華
に
て

俳
優
雑
劇
の
類
也
、
其
音
声
は
、
古
人
の
云
へ
る
北
鄙
殺
伐
の
声
に
て
、
中
和
の
声
に
非

ず
、
凡
そ
人
の
声
は
、
必
糸
竹
に
協
ふ
者
な
る
に
、
猿
楽
の
謳
は
糸
竹
に
協
は
ず
、
笛
の

声
は
律
に
中
ら
ず
、糸
に
協
は
ず
、鼓
を
打
つ
者
の
掛
声
は
、罪
人
な
ど
の
叫
ぶ
に
似
た
り
、

緫
じ
て
楽
は
中
和
の
気
を
養
ふ
者
な
る
に
、
猿
楽
に
は
中
和
の
声
な
く
し
て
、
闘
争
す
る

者
の
撃
あ
ひ
て
を
め
き
叫
ぶ
が
如
く
譟
し
き
こ
と
の
み
な
れ
ば
、
是
を
楽
む
人
は
、
覚
へ

ず
中
和
の
気
を
傷
る
べ
し

　

猿
楽
、
田
楽
の
出
現
に
つ
い
て
春
台
は
「
古
に
な
き
俗
楽
作
れ
り
」
と
記
し
、
こ
れ
ら
が

古
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
、
当
初
の
猿
楽
・
田
楽
は
専
業
者
の
す
る

も
の
で
士
大
夫
自
身
が
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
室
町
時
代
の
末
か
ら
猿
楽
が
盛
ん
に
な

り
、
朝
廷
の
宴
饗
に
用
い
た
こ
と
か
ら
武
家
の
楽
と
な
り
、
以
来
国
内
に
広
く
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
二
百
余
年
に
及
ぶ
と
そ
の
沿
革
を
述
べ
る
。

　

猿
楽
に
対
す
る
評
価
は
少
し
厳
し
く
、
猿
楽
の
音
声
は
北
鄙
殺
伐
の
声
で
中
和
の
声
で
は

な
い
と
し
て
、
謡
が
糸
竹
に
協
和
し
な
い
こ
と
、
笛
の
声
が
音
律
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
問

題
視
し
、さ
ら
に
鼓
を
打
つ
者
の
掛
け
声
は
罪
人
が
叫
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
る
。

春
台
は
五
音
十
二
律
に
か
な
う
も
の
が
中
和
の
声
と
考
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
総
じ
て
中
和
の
気
が
な
く
、
闘
争
す
る
者
が
喚
き
叫
ぶ
よ
う
な
騒
々
し
さ
が

あ
る
だ
け
な
の
で
、
猿
楽
を
楽
し
む
人
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
中
和
の
気
を
傷
め
る
と
評
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
後
の
浄
瑠
璃
な
ど
よ
り
は
勝
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

幸
若
舞

幸
若
の
舞
と
云
者
あ
り
、
幸
若
氏
の
者
の
所
作
也
、
い
つ
の
世
よ
り
始
ま
れ
る
や
ら
ん
、

輓
近
の
こ
と
と
聞
ゆ
、
舞
と
称
す
れ
ど
も
、
舞
に
は
非
ず
、
扇
に
て
手
を
拊
て
、
拍
子
を

取
て
古
人
の
事
を
謳
ふ
、
猿
楽
の
謳
の
如
く
な
る
者
に
て
、
是
亦
音
律
に
叶
は
ず
、
中
和

の
声
な
く
、
北
鄙
殺
伐
の
声
な
る
者
也

　

幸
若
舞
の
起
源
は
定
か
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、「
輓
近
の
こ
と
と
聞
ゆ
」
と
見
え

る
の
で
当
時
は
新
し
い
も
の
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
舞
と
は
い
っ
て
も
舞
で

は
な
い
こ
と
、
扇
で
拍
子
を
取
る
こ
と
、
古
人
の
事
を
謡
う
こ
と
な
ど
、
そ
の
芸
態
を
述
べ

た
上
で
、
猿
楽
の
謡
と
同
様
に
、
音
律
に
協
和
せ
ず
、
中
和
の
声
が
な
い
こ
と
か
ら
、
北
鄙

殺
伐
の
声
と
評
し
て
い
る
。
た
だ
し
淫
声
は
少
な
い
の
で
士
大
夫
が
玩
ん
で
も
害
は
な
い
と

考
え
て
い
た
よ
う
で
、『
独
語
』
に
は
「
琵
琶
法
師
の
物
語
に
似
た
る
処
も
あ
り
、
猿
楽
の

う
た
ひ
に
似
た
る
処
も
あ
り
。
何
に
も
あ
れ
、
少
し
淫
声
な
き
も
の
な
り
。（
中
略
）
詞
は

定
ま
り
た
る
数
あ
り
て
、
皆
昔
物
語
を
演
べ
た
り
。
新
し
き
こ
と
を
ば
作
り
出
だ
さ
ず
。
士

大
夫
の
中
に
玩
び
て
も
淫
佚
を
進
む
る
恐
な
し
。」
と
記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
幸
若
舞
は
元
禄
の
頃
か
ら
廃
れ
て
い
っ
た
ら
し
く
、『
独
語
』
に
「
寛
文
、
延
宝

の
頃
ま
で
は
、
諸
侯
貴
人
の
宴
饗
に
も
是
を
用
ひ
て
、
心
を
な
ぐ
さ
め
、
酒
を
進
め
け
る
に
、

元
禄
の
比
よ
り
猿
楽
さ
か
ん
に
な
り
て
、
幸
若
の
舞
、
世
に
す
た
れ
た
り
。」
と
見
え
る
。

平
家
（
琵
琶
法
師
の
物
語
）

琵
琶
法
師
の
物
語
と
い
ふ
は
、
琵
琶
を
弾
じ
て
平
家
物
語
謳
ふ
也
、
信
濃
前
司
行
長
が
、

24
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生
仏
と
い
ふ
瞽
者
に
教
て
謳
し
め
け
る
よ
り
始
れ
り
と
い
ふ
、猿
楽
よ
り
古
き
こ
と
に
て
、

音
声
も
中
和
の
気
は
な
け
れ
ど
も
、
し
め
や
か
な
る
こ
と
猿
楽
の
謳
に
は
勝
れ
り

　

平
家
琵
琶
に
つ
い
て
は
、（『
徒
然
草
』
に
見
え
る
）
信
濃
前
司
行
長
が
生
仏
に
教
え
て
語

ら
せ
た
と
い
う
起
源
説
を
載
せ
て
、
猿
楽
よ
り
は
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
中
和
の

気
は
無
い
が
、
し
め
や
か
な
も
の
で
猿
楽
の
謡
よ
り
は
勝
れ
て
い
る
と
評
す
。

説
経説

経
と
い
ふ
は
、
昔
釈
氏
の
属
に
、
説
経
師
と
い
ふ
者
あ
り
て
、
仏
菩
薩
の
縁
起
な
ど
を

詞
に
つ
ゞ
り
て
、
称
名
念
仏
に
加
へ
て
謳
て
、
世
の
俗
人
に
仏
道
を
勧
け
る
よ
り
始
り
て
、

其
後
異
国
本
朝
の
古
人
の
こ
と
の
哀
に
悲
き
を
と
り
、
又
は
名
僧
の
伝
抔
を
撰
て
詞
に
属つ
ゞ

り
て
、
人
世
の
無
常
な
る
こ
と
を
示
し
、
人
に
菩
提
を
勧
し
也
、
今
其
詞
を
聴
け
ば
、
鄙

俗
な
る
こ
と
も
多
け
れ
ど
も
、
今
の
世
の
流
俗
に
は
あ
ら
ぬ
こ
と
ど
も
あ
り
、
本
は
鉦
鼓

を
鳴
し
て
拍
子
と
せ
し
を
、
今
は
賤
き
楽
工
の
業
と
な
り
て
、
三
線
を
和
す
る
こ
と
に
な

り
ぬ
、
説
経
は
悲
哀
を
主
と
し
て
、
人
を
泣
し
む
る
を
貴
ぶ
、
淫
声
に
非
れ
ど
も
、
哀
声

の
過
る
は
淫
の
端
也

　

説
経
は
、
説
経
師
が
仏
菩
薩
の
縁
起
な
ど
を
詞
に
綴
っ
て
称
名
念
仏
に
加
え
て
謳
い
、
仏

道
を
勧
め
た
こ
と
に
始
ま
り
、
異
国
本
朝
の
古
人
の
事
や
名
僧
の
伝
な
ど
を
題
材
に
し
て
人

の
世
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
人
に
菩
提
を
勧
め
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
詞

は
鄙
俗
な
も
の
も
多
い
が
、
今
の
世
の
風
俗
に
は
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
、
元
は
鉦
鼓
を
伴

奏
に
用
い
た
が
今
は
三
味
線
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。
説
経
は
春
台
の
許
容
範

囲
に
お
さ
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
、
淫
声
で
は
な
い
が
、
哀
声
が
過
ぎ
る
と
淫
の
発
端
と
な
る

と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

次
に
浄
瑠
璃
に
論
を
進
め
る
が
、
浄
瑠
璃
に
対
す
る
春
台
の
目
は
厳
し
い
。『
独
語
』
に

見
え
る
春
台
の
浄
瑠
璃
批
判
は
夙
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
経
済
録
』
の
楽
論
で

は
次
の
よ
う
に
説
く
。

27
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浄
瑠
璃

浄
瑠
璃
と
い
ふ
は
、
略
説
経
の
如
く
な
る
者
に
て
、
其
始
さ
だ
か
な
ら
ず
、
俗
説
に
近
世

小
野
氏
の
女
、
昔
の
三
河
国
矢
作
の
宿
の
長
の
女
浄
瑠
理
と
い
ひ
し
者
の
こ
と
を
、
十
二

段
の
詞
に
作
て
謳
ひ
し
よ
り
始
ま
れ
り
と
い
ふ
、
其
後
此
曲
世
に
盛
に
行
は
れ
て
、
異
国

本
朝
の
古
人
の
こ
と
を
詞
に
属
り
て
謳
ふ
こ
と
に
成
ぬ
、
其
音
調
も
、
関
東
関
西
に
種
々

の
変
調
有
て
一
様
な
ら
ず
、
賤
き
楽
工
、
並
に
瞽
者
の
業
と
な
り
て
世
俗
に
用
ら
る
、
初

は
古
人
の
名
あ
る
者
の
事
を
作
り
し
故
に
、
其
詞
も
文
雅
な
り
し
に
、
後
に
は
世
俗
の
も

て
は
や
す
に
従
て
、
近
来
の
賤
き
者
の
色
慾
に
溺
れ
、
淫
乱
に
し
て
家
を
亡
し
身
を
喪
ひ

し
こ
と
を
作
る
故
に
、
其
詞
も
俗
楽
に
な
り
来
れ
り
、
昔
の
浄
瑠
璃
は
、
鄙
俚
な
る
者
な

が
ら
も
、
士
大
夫
の
中
に
玩
び
て
も
、
其
害
猶
少
か
り
し
に
、
今
の
浄
瑠
璃
は
、
猥
褻
の

至
極
に
て
、
甚
し
き
淫
声
な
れ
ば
、
士
大
夫
の
玩
ぶ
べ
き
も
の
に
非
ず
、
凡
国
に
淫
声
の

禁
な
け
れ
ば
、
民
間
に
種
々
の
淫
楽
を
作
り
出
し
て
、
人
の
心
を
流
蕩
さ
す
る
也
、
さ
れ

ば
先
王
の
政
に
、
淫
声
を
作
る
者
を
ば
殺
す
よ
し
、
礼
記
の
王
制
に
見
へ
た
り
、
俗
間
の

歌
曲
の
類
も
、
皆
淫
声
な
れ
ど
も
、
昔
は
其
詞
文
雅
に
近
か
り
し
に
、
近
来
は
鄙
俚
猥
褻

を
極
て
、
聞
く
者
に
耳
を
掩
は
し
む
る
計
也

　

浄
瑠
璃
は
略
説
経
の
よ
う
な
も
の
で
、
起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
俗
説
に
浄
瑠
璃
姫
の

話
を
十
二
段
の
詞
に
し
て
謡
っ
た
も
の
に
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
る
と
そ
の
由
来
を
述
べ
た

上
で
、
そ
の
後
、
異
国
や
本
朝
の
古
人
の
こ
と
を
謡
う
よ
う
に
な
り
、
音
調
が
関
東
、
関
西

で
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
始
め
は
詞
は
文
雅
で
あ
っ
た
が
、

世
俗
に
広
ま
る
に
つ
れ
て
内
容
が
変
化
し
、
近
年
で
は
色
欲
に
溺
れ
て
身
を
滅
ぼ
し
た
話
を

作
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
詞
も
鄙
俗
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

実
際
、
春
台
が
『
経
済
録
』
を
著
し
た
十
八
世
紀
の
前
半
に
は
浄
瑠
璃
の
心
中
物
の
流
行

が
心
中
事
件
を
誘
発
し
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
は
幕
府
に
よ
り
心
中
物
の
出
版
や
上

演
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
が

ゆ
え
に
春
台
は
、
浄
瑠
璃
に
対
し
て
「
猥
褻
の
至
極
」「
甚
し
き
淫
声
」
で
、
士
大
夫
が
玩

ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
極
め
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
春
台
は

さ
ら
に
『
礼
記
』
王
制
（「
淫
声
異
服
、
奇
技
奇
器
を
作
り
て
、
以
て
衆
を
疑
は
す
も
の
は
、

殺
す
」）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
淫
声
を
禁
じ
る
政
策
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
。
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箏
（
筑
紫
箏
）

箏
は
も
と
雅
楽
に
の
み
用
ひ
た
り
し
を
、
近
世
雅
楽
に
非
ず
し
て
、
別
に
一
種
の
曲
調
を

作
り
出
し
て
、
俗
間
の
常
の
歌
に
和
す
る
こ
と
あ
り
、
筑
紫
の
人
よ
り
起
れ
り
と
て
、
是

を
筑
紫
箏
と
い
ふ
、
其
本
は
雅
楽
の
越え

天て
ん

楽ら
く

よ
り
変
化
し
来
て
、
今
は
種
々
の
歌
曲
と
な

れ
り
、
雅
楽
に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
淫
声
少
し

　

江
戸
時
代
に
始
ま
る
箏
曲
に
つ
い
て
は
、
雅
楽
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
か
、「
雅
楽
に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
淫
声
少
し
」
と
春
台
の
評
価
は
厳
し
い
も
の
と
は
な
っ

て
い
な
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
は
近
年
雅
楽
と
別
の
曲
調
を
作
り
出
し
て
俗
間
の
日
常
の
歌
に
和
す
る
箏

曲
が
あ
り
、
そ
れ
は
筑
紫
の
人
か
ら
は
じ
ま
る
か
ら
筑
紫
箏
と
い
う
こ
と
、
雅
楽
の
越
天
楽

か
ら
派
生
し
て
種
々
の
歌
曲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
簡
略
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

が
、『
独
語
』
に
は
も
う
少
し
具
体
的
に
、
三
百
年
前
に
公
家
が
筑
紫
に
流
さ
れ
、
つ
れ
づ

れ
に
箏
の
手
を
変
え
て
、
雅
楽
の
越
天
楽
の
歌
を
延
ば
し
て
節
を
長
く
し
て
弾
い
た
も
の
を

善
導
寺
の
僧
侶
が
習
い
伝
え
て
広
め
た
こ
と
、
そ
の
後
、
八
橋
検
校
が
様
々
な
歌
詞
を
誰
か

に
作
ら
せ
て
、
様
々
な
曲
折
（
箏
の
手
）
を
つ
け
て
か
ら
世
に
広
ま
っ
た
こ
と
な
ど
も
記
し

て
い
る
。

　
三
味
線
（
三
線
）、
胡
弓
（
小
弓
）

三
線
、
小
弓
と
い
ふ
者
、
俗
楽
の
要
器
也
、
此
二
つ
の
器
は
皆
今
世
琉
球
国
よ
り
き
た
れ

り
と
い
ふ
、
琉
球
に
て
は
雅
楽
に
用
る
を
、
此
方
に
て
は
俗
楽
に
の
み
用
る
也
、
三
線
は
、

中
華
の
胡
琴
と
い
ふ
者
に
近
し
、
小
弓
は
箜
篌
と
い
ふ
物
に
類
す
と
い
ふ
、
小
弓
の
声
は
、

野
鄙
な
る
様
な
れ
ど
も
、
却
て
雅
に
近
き
所
あ
り
、
三
線
の
声
は
、
淫
娃
の
至
極
也
、
此

声
纔
に
発
す
れ
ば
、
乍
ち
人
の
淫
心
を
動
す
こ
と
、
他
の
楽
器
の
比
類
に
あ
ら
ず
、
形
は

琵
琶
に
類
す
れ
ど
も
、
琵
琶
は
弾
法
簡
疎
也
、
三
線
は
弾
法
極
て
繁
数
に
て
、
人
の
声
に

協
ふ
こ
と
、
他
の
楽
器
の
及
ぶ
所
に
非
ず
、
然
る
故
に
人
を
悦
ば
し
む
る
こ
と
甚
し
く
し

て
、
世
俗
の
好
み
に
入
る
こ
と
深
し
、
上
に
云
へ
る
説
経
、
浄
瑠
璃
、
其
外
俗
間
に
あ
ら

ゆ
る
歌
曲
、
皆
三
線
を
和
せ
ざ
れ
ば
、
其
声
の
美
を
尽
す
こ
と
能
は
ず
、
凡
俗
の
淫
楽
は
、

必
繁
手
と
て
、
手
を
繁
く
細
に
す
る
こ
と
あ
り
、
繁
手
は
、
三
線
に
至
て
極
れ
り
、
是
に

因
て
世
俗
の
耳
を
悦
ば
し
め
、
心
を
楽
ま
し
む
る
こ
と
甚
し
く
成
て
、
始
は
瞽
師
賤
工
の
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所
作
成
し
に
、
今
時
は
貴
人
も
是
を
学
ぶ
こ
と
に
成
り
ぬ
、
況
や
士
庶
の
間
に
は
、
此
藝

に
精
し
き
者
多
し

　

三
味
線
、
胡
弓
に
つ
い
て
は
、
近
年
琉
球
か
ら
伝
来
し
た
楽
器
で
、
日
本
で
は
俗
楽
の
み

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、三
味
線
は
中
華
の
胡
琴
（
何
を
指
す
か
不
明
）、胡
弓
は
箜
篌
（
当

時
は
箜
篌
の
実
体
は
不
明
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上

で
、
胡
弓
は
野
鄙
で
あ
る
が
雅
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
評
価
す
る
一
方
、
三
味
線
に
つ
い

て
は
「
淫
娃
の
至
極
」
で
、
少
し
で
も
声
を
発
す
る
と
他
の
楽
器
に
比
類
の
な
い
ほ
ど
人
の

淫
心
を
動
か
す
、
と
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
形
状
の
似
て
い
る
琵
琶
は
弾
法
が
簡
疎
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
線
は
弾
法
が
極
て

複
雑
で
、
他
の
楽
器
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
人
の
声
に
協
う
た
め
、
説
経
、
浄
瑠

璃
を
は
じ
め
、
そ
の
ほ
か
の
俗
間
に
あ
ら
ゆ
る
歌
曲
を
三
味
線
に
和
さ
な
い
と
そ
の
声
の
美

を
尽
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
、
始
め
は
賤
し
い
者
の
所
作
で
あ
っ
た
が
、
今

で
は
貴
人
も
学
び
、
武
士
や
庶
民
に
は
達
者
が
多
く
い
る
と
当
時
の
状
況
を
述
べ
る
。

　

春
台
は
こ
の
よ
う
に
三
味
線
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
見
方
を
変

え
る
と
こ
の
一
節
は
当
時
の
三
味
線
が
技
巧
に
富
ん
だ
も
の
に
発
展
し
、
多
く
の
階
層
に
浸

透
し
て
い
た
隆
盛
ぶ
り
を
活
写
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

淫
声
は
器
の
罪
で
は
な
く
、
調
べ
る
者
の
罪

此
三
線
小
弓
も
其
調
子
を
正
く
し
て
、
之
を
雅
楽
に
用
ひ
な
ば
、
雅
楽
な
る
べ
け
れ
ど
も
、

俗
調
を
以
て
淫
楽
に
の
み
用
る
故
に
、
全
く
淫
声
と
な
れ
り
、
箏
、
尺
八
の
類
を
俗
楽
に

用
れ
ば
、
則
淫
声
を
出
す
が
如
し
、
然
れ
ば
淫
声
は
器
の
罪
に
非
ず
、
調
る
者
の
罪
也

　

三
味
線
に
つ
い
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
た
春
台
で
あ
る
が
、
楽
器
そ
の
も
の
に
雅
俗
の
別

が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
三
味
線
や
胡
弓
は
調
べ
を
正
し
く
し
て
雅
楽
に

用
い
れ
ば
雅
楽
に
な
る
が
、
俗
調
で
淫
楽
に
用
い
て
い
る
か
ら
淫
声
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。
春
台
が
雅
楽
、
俗
楽
を
分
つ
基
準
は
、
楽
器
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
奏
で

る
調
べ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
の
楽
の
現
状
の
観
察
や
批
評
は
こ
こ
ま
で
で
、
以
下
は
対
処
法
を
示
唆
し
た
ま
と
め
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と
な
る
。

楽
の
本
は
人
の
声
、
淫
楽
を
禁
じ
る
に
は
民
間
の
歌
謡
の
淫
声
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

凡
楽
は
人
の
声
を
本
と
す
、
人
の
声
正
し
け
れ
ば
糸
竹
の
声
も
正
し
、
人
の
声
淫
な
れ
ば
、

管
絃
の
声
も
淫
也
、
楽
は
必
歌
に
和
せ
て
奏
す
る
故
也
、
さ
れ
ば
淫
楽
を
禁
ず
る
に
は
、

民
間
の
歌
謡
に
淫
声
あ
る
を
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
淫
楽
止
こ
と
な
し
、
民
間
の
歌
謡
に
正
し
き

こ
と
を
言
ず
し
て
、
淫
乱
猥
褻
の
こ
と
を
謳
ふ
故
に
、
士
民
童
稚
の
と
き
よ
り
習
聞
て
、

人
心
皆
放
蕩
淫
佚
に
な
る
也

　

淫
声
は
楽
器
の
問
題
で
は
な
い
と
し
た
春
台
は
、
こ
こ
で
再
び
楽
の
本
質
に
立
ち
返
り
、

楽
の
根
本
は
人
の
声
で
あ
り
、
楽
は
歌
に
和
し
て
奏
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
声
が
正

し
け
れ
ば
糸
竹
の
声
も
正
し
く
な
り
、
人
の
声
が
淫
で
あ
れ
ば
、
管
絃
の
声
も
淫
に
な
る
と

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
淫
楽
を
禁
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
武
士
や
庶
民
が
子
供
の
こ
ろ
か
ら
耳
に

す
る
民
間
の
歌
謡
の
淫
声
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。

歌
舞
妓
も
淫
楽
に
な
っ
て
い
る

又
中
華
に
俳
優
と
い
ふ
は
、
此
方
の
狂
言
師
也
、
中
華
に
雑
劇
と
い
ふ
は
、
此
方
の
歌
舞

妓
も
の
真
似
也
、
中
華
に
て
は
俳
優
の
輩
に
令
し
て
、
雑
劇
に
も
必
古
人
孝
子
忠
臣
等
の

こ
と
を
な
さ
し
め
、
淫
邪
不
法
の
こ
と
を
な
さ
し
め
ず
、
是
民
の
風
俗
を
敗
ら
ん
こ
と
を

恐
る
ヽ
故
也
、
此
方
の
今
の
歌
舞
妓
狂
言
は
、
今
の
俗
情
に
協
へ
ん
迚
、
今
の
世
の
民
間

に
あ
る
淫
乱
放
佚
の
こ
と
を
な
す
故
に
、
皆
人
に
淫
を
誨
る
也
、
民
の
風
俗
を
敗
る
こ
と

是
に
過
た
る
は
な
し
、
皆
淫
楽
の
故
也

　

そ
し
て
、
中
国
で
は
風
俗
を
害
す
る
恐
れ
の
た
め
に
、
俳
優
の
輩
に
命
じ
て
雑
劇
に
古
人
、

孝
子
、
忠
臣
等
の
こ
と
を
扱
わ
せ
て
、
淫
邪
不
法
の
こ
と
を
規
制
す
る
例
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
上
で
、
日
本
の
歌
舞
伎
は
俗
情
に
合
わ
せ
て
民
間
の
淫
乱
放
佚
の
話
を
扱
っ
て
い
る
た

め
に
、
人
々
に
淫
を
誨
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
淫
楽
の
弊
害
を
強
調
し
、
規
制
の
必
要

性
を
示
唆
す
る
。
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淫
楽
の
害
は
甚
大
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
淫
声
の
度
が
強
く
な
っ
て
い
る

風
俗
の
頽
る
ヽ
は
、
国
家
の
患
な
れ
ば
、
淫
楽
の
政
治
を
害
す
る
こ
と
誠
に
莫
大
也
、
古

は
雅
楽
世
に
流
布
し
て
、
庶
民
も
之
を
以
て
楽
み
と
せ
し
は
、
下
に
別
の
俗
楽
な
か
り
し

故
也
、
後
世
は
下
に
種
々
の
俗
楽
出
来
て
、
人
の
耳
目
を
悦
ば
し
む
る
故
に
、
只
当
時
の

俗
情
に
近
き
を
悦
で
、
是
を
面
白
し
と
思
ふ
心
よ
り
、
雅
楽
は
俗
楽
ほ
ど
に
面
白
か
ら
ず

な
り
て
廃
れ
た
る
也
、
猿
楽
は
鄙
俗
な
る
者
な
れ
ど
も
、
只
殺
伐
の
声
に
て
管
絃
の
律
呂

に
協
は
ざ
る
の
み
に
て
、
淫
娃
の
声
な
き
故
に
、
人
の
淫
心
を
発
動
さ
ず
、
余
の
俗
楽
は
、

悉
く
淫
娃
の
声
な
る
故
に
、
人
の
淫
心
を
発
動
す
る
也
、
人
の
心
を
悦
ば
し
む
る
も
淫
声

の
故
也
、
俗
楽
淫
声
の
中
に
も
、
又
昔
と
今
と
変
易
あ
り
、
昔
の
歌
曲
は
、
淫
な
る
こ
と

を
云
ふ
に
も
、
吾
国
の
雅
語
を
用
て
、
詞
を
や
さ
し
く
作
れ
る
に
、
世
の
末
に
成
程
、
漸
々

に
風
調
変
り
て
、
次
第
に
鄙
俚
猥
褻
に
な
り
て
、
人
家
の
父
子
兄
弟
の
間
に
て
は
聞
に
忍

び
ざ
る
程
の
こ
と
多
し
、
是
則
風
俗
の
衰
也
、
国
家
に
雅
楽
を
用
ひ
ず
、
淫
楽
の
禁
を
立

ざ
れ
ば
、
必
ず
如
レ
此
あ
る
也

　

日
本
の
音
楽
の
現
状
を
通
覧
し
た
春
台
は
、
こ
こ
で
そ
の
大
要
を
ま
と
め
て
述
べ
る
。
そ

の
要
点
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
古
（
お
そ
ら
く
平
安
時
代
を
指
す
）
に
は
雅
楽

が
世
の
中
に
流
布
し
、
そ
れ
以
外
の
音
楽
が
な
か
っ
た
た
め
庶
民
も
こ
れ
を
楽
し
み
の
音
楽

に
し
た
が
、
後
世
に
は
俗
間
か
ら
人
々
の
耳
目
を
悦
ば
せ
る
種
々
の
俗
楽
が
出
て
き
た
た
め

雅
楽
が
廃
れ
て
い
っ
た
。
俗
楽
の
中
で
も
猿
楽
は
、
管
絃
の
律
呂
に
合
わ
な
い
だ
け
で
淫
娃

の
声
は
無
い
た
め
に
人
の
淫
心
を
発
動
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
他
の
俗
楽
は
こ
と
ご
と

く
淫
娃
の
声
で
あ
る
た
め
、
人
の
淫
心
を
発
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
俗
楽
淫
声
の
中
に
も
昔

と
今
の
変
化
が
あ
り
、
昔
の
歌
曲
は
淫
の
中
に
も
日
本
の
雅
語
を
使
用
し
、
詞
は
穏
和
で
あ

っ
た
が
、
世
の
末
に
な
る
ほ
ど
鄙
俚
猥
褻
に
な
り
聴
く
に
た
え
な
い
も
の
が
多
く
な
っ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
春
台
は
、
俗
楽
は
時
代
が
下
る
ほ
ど
淫
声
の
度
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た

と
考
え
、
こ
れ
は
風
俗
の
衰
え
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
雅
楽
を
用
い
ず
、
淫
楽
を
禁

止
し
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
現
状
を
批
判
す
る
。

楽
を
聴
い
て
徳
を
知
る
、
楽
は
風
俗
を
保
つ

「
聞
二
其
楽
一
而
知
二
其
徳
一
」
と
い
へ
る
は
、
楽
は
徳
よ
り
出
る
故
に
、
古
の
世
の
善
悪
を
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知
る
こ
と
は
、
楽
を
観
て
知
る
也
、
俗
楽
は
民
間
に
て
制
作
す
る
も
の
な
れ
ば
、
是
に
て

其
世
の
民
の
徳
の
善
悪
を
知
る
也
、
俗
楽
の
風
俗
を
敗
る
如
く
、
雅
楽
世
に
行
は
る
れ
ば
、

風
俗
必
ず
正
く
な
る
事
、天
然
の
妙
也
、風
俗
を
移
す
事
は
、楽
に
し
く
者
な
し
と
い
ふ
は
、

邪
よ
り
正
に
移
す
は
雅
楽
の
力
な
り
、
正
よ
り
邪
に
移
す
は
俗
楽
の
力
な
り
、
古
の
聖
人
、

楽
を
作
て
人
の
心
を
慰
め
玉
へ
る
は
、風
俗
を
保
ち
て
い
つ
迨
も
変
ぜ
ざ
ら
し
め
ん
為
也
、

楽
を
以
て
礼
と
並
べ
て
、
此
二
つ
を
国
家
の
政
務
の
本
と
し
玉
ひ
し
は
、
誠
に
深
き
智
慮

也
、
孫
武
、
呉
起
が
兵
法
、
老
聘
、
荘
周
が
無
為
、
申
不
害
、
韓
非
が
刑
名
、
商
鞅
、
李

斯
が
法
術
、
凡
諸
子
百
家
の
道
、
皆
天
下
国
家
を
治
る
こ
と
を
宗
と
す
る
故
に
、
彼
等
が

道
を
も
善
く
用
れ
ば
、
何
れ
に
て
も
天
下
治
ら
ず
と
い
う
ふ
事
な
し
、
然
れ
ど
も
彼
等
は

皆
礼
楽
を
捨
る
故
に
、
一
時
の
治
平
を
致
す
の
み
に
て
、
永
世
の
治
化
を
開
く
こ
と
決
し

て
能
は
ず
、
二
帝
、
三
王
、
聖
人
の
道
は
、
礼
楽
を
以
て
太
平
を
無
究
に
保
つ
、
是
諸
子

百
家
に
な
き
こ
と
也
、
然
れ
ば
後
世
の
人
主
、
先
王
の
治
に
倣
は
ん
と
な
ら
ば
、
必
ず
礼

楽
を
興
し
玉
ふ
べ
き
也

　

次
に
、
春
台
は
経
世
済
民
の
本
と
な
る
先
王
聖
人
の
道
に
立
ち
戻
り
、「
其
の
楽
を
聞
い

て
而
し
て
其
の
徳
を
知
る
」（
孟
子
）
を
引
き
、俗
楽
は
民
間
で
制
作
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
っ
て
民
の
徳
の
善
悪
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
邪
か
ら
正
に
移
す
の
は
雅
楽
の
力
で
あ
り
、
正
か
ら
邪
に
移
す
の
が
俗
楽
の
力

で
あ
る
と
述
べ
、
古
の
聖
人
が
楽
を
作
っ
て
人
の
心
を
慰
め
た
の
は
、
風
俗
を
保
っ
て
い
つ

ま
で
も
変
化
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
り
、
礼
楽
を
国
家
の
政
務
の
根
本
に
据
え
た
の
は
誠
に
深

い
知
慮
で
あ
る
と
説
き
、
礼
楽
を
軽
ん
じ
た
孫
武
、
呉
起
の
兵
法
、
老
聘
、
荘
周
の
無
為
、

申
不
害
、
韓
非
の
刑
名
、
商
鞅
、
李
斯
の
法
術
な
ど
の
諸
子
百
家
の
道
は
、
一
時
の
治
平
を

な
し
た
だ
け
で
、
永
世
の
治
化
を
開
く
こ
と
は
で
き
ず
、
礼
楽
を
重
ん
じ
た
二
帝
、
三
王
、

聖
人
の
道
は
大
平
を
無
究
に
保
っ
た
と
し
て
、
先
王
の
治
に
倣
う
に
は
必
ず
礼
楽
を
興
す
べ

き
と
主
張
す
る
。

古
楽
を
広
め
、
淫
楽
に
は
法
制
を
立
て
よ

我
日
本
に
は
、幸
に
古
楽
伝
は
り
て
あ
れ
ば
、是
を
朝
廷
に
用
ひ
、士
庶
の
間
に
も
行
は
ゞ
、

長
久
の
計
事
な
る
べ
し
、
夫
迚
も
近
来
に
行
は
る
ヽ
俗
楽
、
俳
優
舞
妓
の
類
も
、
卒
に
禁

じ
難
か
る
べ
け
れ
ば
、
其
中
に
就
て
法
制
を
立
て
、
説
経
浄
瑠
理
に
は
、
古
人
の
孝
悌
忠

信
の
事
の
み
を
作
て
、
今
時
の
淫
乱
猥
褻
の
こ
と
を
言
は
ず
、
歌
舞
妓
狂
言
に
も
、
人
倫

の
道
を
害
す
る
様
の
こ
と
を
な
さ
ず
、
里
巷
の
歌
謡
も
、
鄙
俚
猥
褻
の
こ
と
を
禁
じ
て
、

淫
民
の
防
を
固
く
せ
ら
れ
ば
、
風
俗
も
淳
朴
に
復
り
、
国
家
長
久
の
基
な
る
べ
し
、
是
則

先
王
礼
楽
の
教
な
り

　

已
上
楽
を
論
ず

　

そ
し
て
最
後
に
、
日
本
に
は
幸
い
に
古
楽
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
朝
廷
に
用

い
、
武
士
や
庶
民
の
間
で
も
行
え
ば
長
久
の
計
事
に
な
る
こ
と
、
世
の
中
に
広
く
行
わ
れ
て

い
る
俗
楽
、
歌
舞
伎
の
類
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に
禁
じ
る
こ
と
が
難
し
け
れ
ば
、
法
制
を

立
て
て
、
説
経
、
浄
瑠
璃
は
古
人
の
孝
悌
忠
信
の
話
の
み
を
作
り
、
当
時
の
淫
乱
猥
褻
の
こ

と
を
扱
わ
な
い
よ
う
に
し
、
歌
舞
伎
も
人
倫
の
道
を
害
す
る
よ
う
な
こ
と
は
作
ら
ず
、
里
巷

の
歌
謡
も
鄙
俚
猥
褻
の
こ
と
を
禁
じ
れ
ば
、
風
俗
も
淳
朴
に
復
し
、
国
家
長
久
の
基
と
な
る
。

こ
れ
が
先
王
の
礼
楽
の
教
え
で
あ
る
と
論
じ
て
楽
論
を
結
ぶ
。

五
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
太
宰
春
台
の
『
経
済
録
』
巻
二
「
礼
楽
」
の
中
の
楽
論
を
取
り
上
げ
、

春
台
の
考
え
方
を
辿
っ
て
み
た
。
春
台
の
楽
論
は
一
口
に
言
え
ば
、
古
の
道
で
あ
る
「
移
風

易
俗
、
莫
善
於
楽
」
と
い
う
教
え
を
当
時
の
日
本
で
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
聖
代
の
古
楽

を
伝
え
て
い
る
雅
楽
を
広
め
、
淫
楽
と
な
っ
て
い
る
俗
楽
に
は
法
制
を
立
て
て
内
容
を
規
制

せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
論
自
体
は
必
ず
し
も
特
別
な

も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
儒
学
者
の
多
く
が
考
え
て
い
た
こ
と
と
大
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、『
経
済
録
』
の
楽
論
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
春
台
が
日
本

の
楽
を
論
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
歌
舞
音
楽
を
つ
ぶ
さ
に
観

察
し
、
そ
れ
ら
を
歴
史
の
展
開
に
位
置
付
け
て
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
た
。

そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
本
稿
で
は
敢
え
て
省
略
せ
ず
に
全
文
を
掲
げ
た
。

　

一
般
に
日
本
音
楽
史
の
特
徴
は
、
時
代
が
進
行
す
る
中
で
新
た
な
音
楽
が
生
ま
れ
て
も
前

代
の
音
楽
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
音
楽
が
重
層
し
て
伝

え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
の
音
楽
史
は
種
目
形
成
史
の
観

を
な
し
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
多
種
の
種
目
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

33
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の
特
徴
は
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
春
台
が
『
経
済
録
』
の

楽
論
で
取
り
上
げ
た
種
目
も
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
列
挙
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

雅
楽
（
唐
楽
、
高
麗
楽
、
管
絃
、
朗
詠
な
ど
）、
今
様
、
白
拍
子
、
大
頭
の
舞
、
猿
楽
、
田
楽
、

平
家
琵
琶
、
幸
若
舞
、
説
経
、
浄
瑠
璃
、
箏
（
筑
紫
箏
）、
三
線
（
三
味
線
）、
小
弓
（
胡
弓
）、

一
節
断
（
切
）、
尺
八
（
虚
無
僧
）、
歌
舞
伎

そ
し
て
「
古
」
に
理
想
を
見
つ
つ
「
時
」
を
重
ん
じ
「
往
蹟
」
を
考
え
た
春
台
は
、
こ
れ
ら

の
種
目
を
ほ
ぼ
発
祥
の
時
代
順
に
論
じ
た
た
め
、
日
本
の
楽
を
論
じ
た
箇
所
は
結
果
的
に
日

本
音
楽
史
の
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、『
経
済
録
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

種
目
を
、
春
台
の
い
う
「
北
条
家
」「
室
町
家
」
を
中
世
、
そ
れ
以
前
を
古
代
、「
近
世
」「
輓

近
」「
今
の
世
」
を
近
世
と
し
て
時
代
順
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

古
代  

雅
楽
（
唐
楽
、
高
麗
楽
、
管
絃
、
朗
詠
な
ど
）、
白
拍
子
、
今
様

中
世  

平
家
琵
琶
、
猿
楽
、
田
楽
、
説
経 

近
世  

幸
若
舞
、
大
頭
の
舞
、
浄
瑠
璃
、
箏
（
筑
紫
箏
）、
三
線
（
三
味
線
）、
小
弓
（
胡
弓
）、

一
節
断
（
切
）、
尺
八
（
虚
無
僧
）、
歌
舞
伎

　

神
楽
や
声
明
を
欠
く
ほ
か
は
現
在
の
日
本
音
楽
史
で
扱
う
種
目
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
お

り
、
時
代
区
分
も
現
在
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、多
種
目
に
分
化
し
て
展
開
し
て
き
た
今
日
に
謂
う
「
日
本
音
楽
」
を
総
合
し
た
「
日

本
音
楽
史
」
を
構
想
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
種
目
を
通
覧
す
る
視
座
が
不
可
欠
と
な

る
。
こ
れ
は
各
種
目
の
内
部
か
ら
は
生
ま
れ
に
く
い
視
座
と
思
わ
れ
る
が
、
近
世
に
は
種
目

の
外
か
ら
学
問
の
発
達
の
中
で
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
視
座
が
生
ま
れ
て
い
た
。
一
は
博

物
誌
的
な
関
心
に
よ
る
も
の
、
二
は
「
移
風
易
俗
」
か
ら
日
本
の
楽
の
在
り
方
を
考
え
る
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
寺
島
良
安
『
和
漢
三
才
図
会
』、
山
岡
俊

明 『
類
聚
名
物
考
』
な
ど
が
あ
り
、
後
者
の
例
に
は
熊
沢
蕃
山
『
雅
楽
解
』、
蟹
養
斎
『
日
本

楽
説
』
や
本
稿
で
取
り
上
げ
た
太
宰
春
台
『
経
済
録
』
の
楽
論
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
前
者

は
概
し
て
各
種
目
に
関
す
る
事
柄
の
列
挙
に
と
ど
ま
る
の
で
、
音
楽
史
の
叙
述
に
展
開
す
る

契
機
と
は
な
り
に
く
い
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
一
般
に
古
に
理
想
を
見
る
と
い
う
歴
史
観

34

35

36

37

38

を
有
す
る
た
め
、
古
と
の
関
係
や
距
離
を
考
慮
に
入
れ
て
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
体
系
的
に
論

じ
る
と
、
必
然
的
に
多
種
目
を
総
合
し
た
日
本
音
楽
史
の
叙
述
の
形
態
が
立
ち
現
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
太
宰
春
台
『
経
済
録
』
の
楽
論
は
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

春
台
が
『
経
済
録
』
で
下
し
た
各
種
目
の
評
価
に
は
主
観
的
な
言
辞
が
見
ら
れ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
り
、
古
の
楽
に
理
想
を
見
て
、
時
代
が
下
る
と
淫
声
の
度
合
が
強
ま
る
と
い
う
の

は
あ
く
ま
で
近
世
の
儒
学
者
の
歴
史
観
で
あ
る
か
ら
今
日
の
目
か
ら
見
た
異
論
が
出
る
の
は

当
然
と
言
え
る
が
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
『
経
済
録
』
の
楽
論
に
今
日
に
つ
な
が
る
日
本
音

楽
史
の
枠
組
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
近
代
を

待
た
ず
に
「
移
風
易
俗
」
の
思
想
か
ら
多
種
目
を
総
合
し
た
日
本
音
楽
史
の
叙
述
が
成
立
す

る
思
考
の
道
筋
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
江
戸
時
代
に
お
け
る
日
本
音
楽
史
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
礼

楽
志
』
の
編
纂
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
考
を
待
ち
た

い
。

註

１ 

熊
沢
蕃
山
の
音
楽
研
究
に
つ
い
て
は
、馬
淵
卯
三
郎
『
糸
竹
初
心
集
の
研
究
―
近
世
邦
楽
史
研
究
序
説
』

音
楽
之
友
社
、
一
九
九
二
年
）、 

武
内
恵
美
子
「
熊
沢
蕃
山
の
楽
思
想
と
十
八
世
紀
へ
の
影
響
」（
笠
谷

和
比
古
編
『
十
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
一
年
）、中
川
優
子
「
熊

沢
蕃
山
の
音
楽
思
想
―
日
本
近
世
期
の
音
楽
文
化
に
お
け
る
雅
楽
の
位
置
づ
け
か
ら
―
」（『
日
本
思
想

史
学
』
五
三
、
二
〇
二
一
年
） 

、
同
「
熊
沢
蕃
山
の
雅
楽
観
―
『
雅
楽
解
』
に
お
け
る
五
声
・
調
子
・

十
二
律
―
」（『
音
楽
文
化
学
論
集
』
十
二
、
二
〇
二
二
年
）
等
に
詳
し
い
。

２ 

拙
稿
「
中
村
惕
斎
と
近
世
日
本
の
楽
律
学
を
め
ぐ
る
試
論
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一

八
三
、二
〇
一
四
年
）、榧
木
亨
『
日
本
近
世
期
に
お
け
る
楽
律
研
究
― 『
律
呂
新
書
』
を
中
心
と
し
て
』

（
東
方
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
等
。

３ 
武
部
善
人
『
太
宰
春
台
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）。

４ 

吉
川
英
史
「
日
本
の
音
楽
思
想
―
近
世
を
中
心
に
―
」（
岩
波
講
座
『
日
本
の
音
楽
・
ア
ジ
ア
の
音
楽  

第
一
巻 
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）。〈　

〉
は
引
用
者
に
よ
る
。

５ 

馬
淵
卯
三
郎
『
糸
竹
初
心
集
の
研
究
ー
近
世
邦
楽
史
研
究
序
説
』
で
は
「
春
台
の
音
楽
批
評
が
ど
れ
だ

け
当
時
の
音
楽
の
実
状
を
踏
ま
え
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
ど
れ
だ
け
音
楽
を
聞
き
ま
た
実
践
し
て
の
上

39

40
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の
こ
と
か
に
つ
い
て
は
、む
し
ろ
懐
疑
的
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
か
な
り
の
程
度
に
観
念
的
で
あ
り
、

ふ
と
思
い
付
い
た
音
楽
批
判
を
渉
猟
し
た
文
献
知
識
で
補
強
し
た
と
い
っ
た
感
無
き
を
得
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
独
語
』
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
春
台
が
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
や

『
経
済
録
』
に
示
さ
れ
た
春
台
の
考
え
方
を
見
る
限
り
、
こ
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

６ 

『
経
済
録
』
は
、
滝
本
誠
一
編
『
日
本
経
済
大
典
』
第
九
巻
（
明
治
文
献
、
一
九
六
七
年
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
も
の
に
拠
っ
た
が
、
引
用
文
で
は
旧
字
体
・
異
体
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
、
片
仮
名
は

平
仮
名
に
改
め
た
。

７ 

太
宰
春
台
の
経
歴
や
事
績
等
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
武
部
善
人
著
『
太
宰
春
台
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
）
を
参
照
し
た
。

８ 

春
台
が
礼
楽
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
『
弁
道
書
』『
六
経
略
説
』
等
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

９ 

原
文
に
は
「
一
つ
に
時
を
知
と
は
、
古
今
の
時
を
し
る
也
」「
異
国
本
邦
、
古
今
の
世
変
如
レ
此
、
是

を
知
ら
ず
し
て
、
一
概
に
古
道
を
以
て
今
に
行
は
ん
と
す
れ
ば
、
時
と
齟
齬
し
て
行
は
れ
ず
、
其
行
は

れ
ざ
る
に
及
で
は
、
古
道
終
に
国
家
の
治
に
益
な
し
と
云
ん
と
す
、
是
大
な
る
誤
也
、
然
る
故
に
治
道

を
論
ず
る
に
は
、
時
を
知
る
を
最
要
と
す
る
也
」
な
ど
と
見
え
る
。

10 

原
文
に
は
「
二
つ
に
理
を
知
る
と
は
、
理
は
道
理
の
理
に
非
ず
、
物
理
の
理
也
、
物
理
と
は
、
凡
そ
物

に
は
必
理
あ
り
、
理
は
木
の
も
く
め
也
、
物
の
す
ぢ
め
也
」「
凡
物
に
は
必
ず
す
ぢ
め
と
云
も
の
あ
り
、

是
を
物
理
と
云
ふ
」「
凡
物
の
理
に
は
必
ず
順
逆
あ
り
、
故
に
物
を
治
る
に
、
理
に
順
へ
ば
治
る
、
理

に
逆
へ
ば
治
ら
ず
」「
然
る
故
に
政
を
な
す
者
は
、
事
々
に
就
て
其
理
を
求
む
べ
し
」「
既
に
其
理
を
得

て
、
其
理
に
順
て
逆
は
ぬ
様
に
行
ふ
べ
し
、
是
を
理
を
知
る
と
云
な
り
」
な
ど
と
見
え
る
。

11 

原
文
に
は
「
三
つ
に
勢
を
知
る
と
は
、
勢
は
事
の
上
に
在
て
、
常
理
の
外
な
る
者
也
」「
譬
へ
ば
水
と

火
と
の
如
し
、
水
は
火
に
勝
つ
者
な
れ
ど
も
、
少
の
水
を
以
て
大
火
を
救
ふ
事
能
は
ざ
る
は
、
火
の
勢

強
け
れ
ば
也
」「
天
下
の
事
に
、
理
と
勢
と
二
つ
あ
り
、
理
を
知
て
勢
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
大
事
を
行
ふ

こ
と
能
は
ず
、
勢
を
知
て
理
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
大
功
を
立
る
こ
と
能
は
ず
」「
必
ず
理
勢
の
二
つ
を
兼

明
め
て
、
理
の
達
せ
ざ
る
所
を
ば
、
勢
を
以
て
こ
れ
を
達
し
、
勢
の
行
れ
ざ
る
所
を
ば
、
理
を
以
て
之

を
行
ひ
、
理
を
以
て
勢
を
主
ど
り
、
勢
を
以
て
理
を
佐
け
、
理
勢
相
済
し
て
、
両
な
が
ら
其
用
を
尽
す
、

是
政
治
の
要
術
也
」
な
ど
と
見
え
る
。

12 

原
文
に
は
「
四
つ
に
人
情
を
知
る
と
は
、
天
下
の
人
の
実
情
を
知
る
也
」「
情
の
字
に
実
の
字
の
意
あ

る
故
に
、
ま
こ
と
と
も
よ
む
也
」「
実
情
と
は
好
悪
、
苦
楽
、
憂
慮
の
類
を
云
」「
凡
そ
政
事
を
施
し
て
、

人
情
に
協
へ
ば
、
民
従
ひ
易
し
、
人
情
に
悖
れ
ば
、
民
従
は
ず
、
人
情
に
協
ふ
と
は
、
人
の
好
み
楽
み

喜
ぶ
こ
と
を
行
ふ
な
り
、
人
情
に
悖
る
と
は
、
人
の
嫌
ひ
苦
み
憂
ふ
る
こ
と
を
行
ふ
也
」「
人
情
は
古

も
今
も
、
異
国
も
吾
国
も
、
大
に
異
な
る
こ
と
は
な
し
」「
大
要
を
云
へ
ば
、
好
悪
の
二
つ
也
」
な
ど

と
見
え
る
。

13 

原
文
に
は
「
政
事
の
条
目
は
史
記
の
八
書
、
漢
書
の
十
志
よ
り
、
歴
代
の
史
に
詳
な
る
の
み
な
ら
ず
、

其
他
も
経
国
の
こ
と
を
記
録
せ
る
書
多
し
、
吾
国
に
は
古
よ
り
異
国
の
如
く
記
録
の
詳
な
る
こ
と
は
無

れ
ど
も
、少
分
は
諸
書
の
中
に
雑
出
し
、人
の
語
り
伝
る
事
も
有
て
、其
大
較
を
ば
知
る
べ
し
」
と
あ
る
。

14 

原
文
に
は
「
政
事
に
本
末
あ
り
、
本
を
立
れ
ば
末
治
め
や
す
し
、「
其
本
乱
而
末
治
者
否
矣
」
と
大
学

に
云
へ
り
、
本
を
立
る
は
、
経
済
の
先
務
な
り
」
と
あ
る
。

15 

こ
の
一
節
の
前
に
は
「
世
に
一
種
の
人
あ
り
て
、
礼
楽
は
上
古
の
道
也
、
今
の
世
は
礼
楽
に
て
治
む
べ

か
ら
ず
と
い
ふ
は
、
治
道
を
知
れ
る
者
に
非
ず
」
と
あ
り
、
儒
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
で
も

必
ず
し
も
学
者
の
皆
が
礼
楽
を
重
視
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
様
子
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
春
台
が
『
経

済
録
』
の
各
論
の
最
初
に
「
礼
楽
」
を
配
置
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
も
関
係
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

16 

明
治
期
に
著
さ
れ
た
日
本
音
楽
史
の
書
と
し
て
名
高
い
小
中
村
清
矩
『
歌
舞
音
楽
略
史
』
に
先
立
っ
て
、

雅
俗
双
方
に
わ
た
る
楽
を
論
じ
た
春
台
が
「
歌
舞
音
楽
」
と
い
う
熟
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

17 

こ
こ
で
は
『
楽
記
』
の
「
楽
は
楽
な
り
」
を
敷
衍
し
て
説
い
て
い
る
が
、『
弁
道
書
』
で
は
「
経
書
に

は
礼
記
の
楽
記
の
中
に
致
楽
以
治
心
と
い
ふ
文
見
え
候
よ
り
外
に
治
心
の
文
字
見
ず
候
」
と
、『
楽
記
』

の
「
致
楽
以
治
心
」
を
引
き
、
心
を
治
め
る
も
の
と
も
説
い
て
い
る
。

18 

『
経
済
録
』
の
楽
論
で
は
以
上
の
よ
う
に
楽
の
起
こ
り
と
働
き
に
つ
い
て
簡
略
に
論
じ
る
の
み
で
あ
る

が
、
楽
理
に
通
じ
た
春
台
は
後
に
『
六
経
略
説
』
で
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
楽
の
成
り
立
ち
や
雅
楽
、

淫
楽
の
相
違
の
説
明
を
施
し
て
い
る
。『
六
経
略
説
』
は
巌
村
侯
の
世
子
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
書
で
あ
る
。

 

「
人
生
れ
て
幼
稚
の
時
、
遊
戯
す
る
に
、
必
声
を
発
し
て
歌
謡
す
る
こ
と
有
り
、
成
長
し
て
喜
楽
の
事

に
は
、
歌
舞
し
て
歓
情
を
抒
る
こ
と
有
り
、
悲
哀
の
事
に
は
、
啼
哭
し
て
惨
怛
を
泄
す
こ
と
有
り
、
役

夫
の
力
作
る
に
も
、
声
を
揚
て
喚
応
す
る
こ
と
有
り
、
凡
何
に
て
も
心
に
思
あ
り
、
内
に
鬱
す
る
こ
と

有
れ
ば
、
必
已
こ
と
を
得
ず
し
て
声
を
発
す
る
は
、
人
情
の
自
然
な
り
、
聖
人
是
が
為
に
楽
を
作
り
、

人
情
の
喜
怒
哀
楽
に
象
て
、
歌
舞
管
絃
の
節
を
な
し
、
五
音
六
律
の
調
を
設
て
、
過
る
を
抑
へ
、
及
ば

ざ
る
を
助
て
、
人
情
を
中
和
に
合
す
、
是
楽
の
起
れ
る
本
原
な
り
」

 

す
な
わ
ち
、
人
は
心
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
必
ず
声
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
聖
人
が

楽
を
作
り
、
喜
怒
哀
楽
を
象
り
、
歌
舞
管
絃
の
形
や
五
音
六
律
の
調
べ
に
と
と
の
え
て
、
過
不
足
な
く
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中
和
に
合
わ
せ
た
の
が
楽
の
起
こ
り
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
五
音
六
律
と
中
和
の
関
係
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
く
。

 
「
十
二
律
は
、
万
物
の
声
の
高
下
な
り
、
五
音
は
、
清
濁
高
下
の
次
序
な
り
、
万
物
の
声
、
五
音
十
二

律
の
外
に
出
ず
、
若
此
外
に
出
る
は
、
中
和
の
音
に
非
ず
、
中
和
の
音
に
非
れ
ば
、
楽
の
徳
な
し
」

 

こ
の
よ
う
に
十
二
律
が
今
日
の
術
語
で
い
う
絶
対
音
高
で
あ
る
こ
と
、
五
音
は
相
対
音
高
（
階
名
）
で

あ
る
こ
と
を
的
確
に
説
明
し
た
上
で
、
こ
の
五
音
十
二
律
に
適
わ
な
い
も
の
は
中
和
の
音
で
は
な
く
、

中
和
の
音
で
な
け
れ
ば
楽
の
徳
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
春
台
は
聖
人
が
調
え
た
雅
楽
は
、
中
和
の

音
＝
五
音
十
二
律
に
か
な
う
も
の
、
世
俗
の
淫
楽
は
中
和
の
音
＝
五
音
十
二
律
に
合
わ
な
い
も
の
と
考

え
た
よ
う
で
あ
る
。

19 

聖
徳
太
子
の
時
代
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
伎
楽
で
あ
り
中
華
の
楽
が
伝
来
し
た
明
証
は
な
い
が
、
四
天
王

寺
の
楽
家
の
存
在
か
ら
こ
の
よ
う
に
推
量
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
そ
れ
以
前
の
楽
の
存
在
に
つ

い
て
は
和
琴
が
神
代
の
楽
器
と
述
べ
る
以
外
に
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
の
和
琴
も
中
華
の
筑
と

似
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
春
台
は
日
本
の
楽
の
起
源
を
中
華
の
楽
の
導
入
と
考
え

た
よ
う
で
あ
る
が
、伊
藤
東
涯
『
制
度
通
』
に
「
本
朝
上
世
よ
り
音
楽
の
道
あ
る
こ
と
、そ
の
来
る
久
し
、

そ
の
後
、
隋
唐
並
に
三
韓
よ
り
来
る
楽
あ
り
て
、
こ
れ
を
朝
廷
に
奏
せ
ら
れ
る
。」
と
見
え
る
よ
う
に
、

同
時
代
の
儒
学
者
の
中
に
は
中
国
や
朝
鮮
の
楽
を
取
り
入
れ
る
以
前
に
も
日
本
に
音
楽
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
者
も
い
る
。

20 

『
六
経
略
説
』
で
は
さ
ら
に
「
此
方
の
楽
は
、
皆
隋
唐
以
来
の
楽
に
て
、
古
楽
に
非
ず
と
い
ふ
は
、
楽

を
知
ら
ざ
る
者
の
説
な
り
、
上
に
云
る
如
く
、
隋
よ
り
以
前
、
古
調
猶
存
せ
る
時
に
、
此
方
の
人
学
得

た
る
故
に
、
伝
来
の
楽
曲
に
は
六
朝
以
来
の
曲
も
多
け
れ
ど
も
、
音
律
の
調
は
、
全
く
古
楽
の
調
な
り
、

唐
よ
り
已
後
、
古
調
変
じ
た
れ
ば
、
中
華
の
楽
は
、
却
て
今
の
日
本
の
楽
に
及
ば
ず
と
知
る
べ
し
」
と

も
見
え
る
の
で
、
日
本
の
楽
は
隋
唐
以
来
の
楽
で
古
楽
で
は
な
い
と
す
る
説
（
新
井
白
石
の
説
等
）
に

対
す
る
反
論
と
し
て
、
再
考
す
る
中
で
六
朝
に
遡
ら
せ
る
説
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

21 

こ
の
記
載
か
ら
春
台
は
一
節
切
は
古
代
尺
八
が
転
じ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

22 

催
馬
楽
復
興
の
端
緒
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行
幸
に
「
伊
勢
海
」
が
再

興
さ
れ
た
こ
と
に
あ
り
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
藤
原
房
子
立
后
節
会
に
「
伊
勢
海
」
が
再
び
奏

さ
れ
、「
安
名
尊
」
の
句
頭
の
部
分
の
み
が
再
興
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
試
作
の
段
階
に
あ
っ
た
。

本
格
的
な
復
興
は
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
二
条
舎
子
立
后
節
会
に
「
伊
勢
海
」 「
安
名
尊
」「
席
田
」

が
再
興
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
に
な
る
。

23 

『
六
経
略
説
』
に
は
、
武
家
に
も
雅
楽
が
広
が
っ
て
い
た
例
と
し
て
、『
古
今
著
聞
集
』
に
新
羅
三
郎
が

笙
に
堪
能
で
豊
原
時
秋
に
笙
の
大
事
（
秘
曲
）
を
授
け
た
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
平
氏
の
公
達
が
皆
雅

楽
を
習
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

24 

注
18
参
照
。

25 

『
独
語
』に
も「
但
、猿
楽
に
は
淫
声
な
き
故
に
、人
の
心
を
と
ら
か
さ
ず
、是
の
み
他
の
俗
楽
に
勝
れ
り
。」

と
見
え
て
い
る
。

26 

『
独
語
』
に
は
よ
り
詳
し
く
「
近
き
世
に
幸
若
の
舞
と
云
ふ
も
の
、
室
町
の
末
と
か
や
、
桃
井
氏
の
子

孫
に
比
叡
の
山
の
児
に
て
、
幸
若
麿
と
云
ふ
も
の
、
ま
ひ
始
め
け
る
と
云
ひ
伝
ふ
。」
と
見
え
る
。

27 

『
独
語
』
で
は
も
う
少
し
具
体
的
に
「
琵
琶
法
師
の
平
家
物
語
は
、
天
台
の
声
明
の
ふ
し
を
移
し
て
、

生
仏
と
云
ふ
め
く
ら
法
師
の
お
の
が
生
れ
つ
き
の
声
に
て
、
語
り
は
じ
め
た
り
と
い
ふ
。
今
の
世
ま
で

伝
れ
り
。」
と
、
ふ
し
が
天
台
声
明
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、「
詞
は
本
よ
り
平
家
物
語
な
れ
ば
云
ふ
に
及

ば
ず
。
ふ
し
も
昔
の
習
な
れ
ば
き
ヽ
に
く
か
ら
ず
。
琵
琶
を
合
は
す
れ
ば
、
其
の
声
も
淫
な
ら
ず
。
玩

ぶ
人
に
損
な
し
。」
と
、
琵
琶
に
合
う
こ
と
か
ら
淫
声
に
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。

28 

『
独
語
』
で
は
「
其
の
物
語
は
俗
説
に
任
せ
て
、
慥
な
ら
ぬ
事
も
多
け
れ
ど
も
、
詞
は
昔
の
詞
に
て
、

賎
し
き
俗
語
を
ま
じ
へ
た
る
中
に
、
や
さ
し
き
こ
と
も
少
か
ら
ず
。
其
の
上
幸
若
の
舞
の
詞
の
如
く
、

昔
よ
り
定
ま
れ
る
数
あ
り
て
、
い
つ
も
古
き
こ
と
の
み
を
語
り
て
、
今
の
世
の
新
し
き
こ
と
を
作
り
出

だ
さ
ず
。
其
の
声
も
只
悲
し
き
声
の
み
な
れ
ば
、
婦
女
こ
れ
を
き
ヽ
て
は
、
そ
ゞ
ろ
に
涙
を
流
し
て
泣

く
ば
か
り
に
て
、
浄
瑠
璃
の
如
く
淫
声
に
は
あ
ら
ず
。（
中
略
）
浄
瑠
璃
に
比
ぶ
れ
ば
少
し
ま
さ
れ
る

方
な
ら
ん
。」
と
見
え
る
の
で
、
浄
瑠
璃
よ
り
は
勝
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

29 

春
台
の
浄
瑠
璃
批
判
は
『
独
語
』
で
は
、
よ
り
詳
し
い
観
察
を
伴
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
独
語
』

に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 

「
寛
文
、
延
宝
の
比
迄
の
浄
瑠
璃
は
、
皆
昔
物
語
を
演
ぜ
し
故
に
、
詞
や
さ
し
く
綴
り
な
し
て
、
あ
は

れ
に
を
か
し
き
こ
と
も
多
か
り
。
淫
声
と
い
ひ
な
が
ら
、
忠
臣
孝
子
義
士
節
婦
の
こ
と
を
云
へ
れ
ば
、

愚
な
る
小
人
女
子
も
是
を
聞
き
て
感
じ
あ
へ
り
。
元
禄
の
比
よ
り
、
稍
ま
す
／
＼
俗
に
近
く
な
り
て
、

淫
靡
の
声
多
し
。
宝
永
の
頃
、
京
の
浄
瑠
璃
師
、
江
戸
に
来
り
て
鄙
俚
猥
褻
な
る
浄
瑠
璃
を
唱
へ
し
よ

り
、
江
戸
の
人
、
是
を
面
白
き
こ
と
ヽ
思
ひ
て
興
じ
け
る
に
、
享
保
の
初
に
、
ま
た
難
波
の
浄
瑠
璃
師

来
り
て
、
か
な
た
な
る
俗
調
を
弘
め
し
ほ
ど
に
、
江
戸
の
人
、
い
よ
／
＼
是
を
好
み
て
、
江
戸
の
旧
き

浄
瑠
璃
を
捨
て
ヽ
、
ひ
た
す
ら
に
、
京
難
波
の
浄
瑠
璃
を
習
ふ
。
賎
者
の
み
に
あ
ら
ず
。
士
大
夫
諸
侯

迄
も
是
を
好
み
て
、
一
節
を
学
ぶ
人
あ
り
。
是
に
至
り
て
、
昔
物
語
を
捨
て
ヽ
、
た
ゞ
今
の
世
の
賎
者

の
淫
奔
せ
し
事
を
語
る
。
其
の
詞
の
鄙
俚
猥
褻
な
る
こ
と
云
ふ
ば
か
り
な
し
。
士
大
夫
の
聞
く
べ
き
こ

と
に
あ
ら
ざ
る
は
云
ふ
に
及
ば
ず
。
親
子
兄
弟
な
み
居
た
る
所
に
て
は
、
面
を
そ
む
け
て
耳
を
お
ほ
ふ



－ 112 －

東京学芸大学紀要　芸術・スポーツ科学系　第75集（2023）

べ
き
事
な
り
。
さ
れ
ば
、
此
の
浄
瑠
璃
盛
に
行
は
れ
て
よ
り
こ
の
方
、
江
戸
の
男
女
淫
奔
す
る
こ
と
数

を
知
ら
ず
。
元
文
の
年
に
及
び
て
は
、
士
大
夫
の
族
は
云
ふ
に
及
ば
ず
、
貴
き
官
人
の
中
に
も
、
人
の

女
に
通
じ
、
或
い
は
妻
を
ぬ
す
ま
れ
、
親
族
の
中
に
て
姦
通
す
る
た
ぐ
ひ
、
い
く
ら
と
云
ふ
数
を
知
ら

ず
。
是
ま
さ
し
く
淫
楽
の
禍
な
り
。」

30 

『
独
語
』
に
は
「
三
百
年
の
昔
、
公
家
の
人
筑
紫
に
流
さ
れ
て
配
所
の
つ
れ
／
＼
に
、
箏
の
手
を
ひ
き

か
へ
て
煩
手
に
し
、
雅
楽
の
越
天
楽
の
歌
を
延
ば
し
て
、
節
を
長
う
し
て
、
是
に
箏
を
合
せ
て
ひ
か
れ

し
を
、
筑
後
国
善
導
寺
の
僧
、
其
の
曲
を
習
ひ
伝
へ
て
世
に
弘
め
し
よ
り
、
筑
紫
箏
と
名
付
け
て
世
の

玩
び
と
な
れ
り
と
か
や
。
其
の
後
八
橋
の
検
校
と
云
ふ
目
く
ら
法
師
、
此
曲
を
な
ら
ひ
て
殊
に
上
手
な

り
し
か
ば
、
越
天
楽
の
歌
の
ふ
き
と
云
ふ
も
草
の
名
と
云
ふ
歌
を
本
と
し
て
、
色
々
の
歌
を
誰
人
に
か

作
ら
せ
、
た
く
み
に
名
付
け
て
、
さ
ま
／
＼
の
曲
折
を
な
し
け
る
よ
り
、
弥
世
に
行
れ
て
、
貴
賎
の
玩

び
と
な
れ
り
と
聞
け
り
。」
と
見
え
る
。
な
お
、
春
台
の
生
き
た
時
代
は
山
田
検
校
（
一
七
五
七
〜
一

八
一
七
）
が
現
れ
る
以
前
で
あ
り
、
江
戸
で
箏
を
弾
く
も
の
は
わ
ず
か
し
か
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、『
独

語
』
に
は
さ
ら
に
「
江
戸
の
内
を
終
日
あ
り
き
て
も
、箏
の
音
を
つ
ひ
に
き
か
ず
。
只
三
線
の
音
の
み
、

街
に
み
ち
て
か
ま
び
す
し
。
さ
れ
ば
目
く
ら
法
師
に
も
、
瞽
女
に
も
箏
ひ
く
も
の
、
今
は
百
人
に
一
人

な
り
。」
と
も
記
さ
れ
、
当
時
の
江
戸
の
状
況
を
知
る
上
で
貴
重
な
証
言
と
も
な
っ
て
い
る
。

31 

『
独
語
』
で
は
具
体
的
に
、
調
子
が
高
い
こ
と
、
ひ
く
手
が
甚
だ
し
く
忙
し
く
細
か
で
あ
る
こ
と
、
歌

の
詞
も
拍
子
が
約
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 

「
三
線
も
、
寛
文
・
延
宝
の
頃
ま
で
は
調
子
ひ
く
ヽ
、
ひ
く
手
も
ま
ば
ら
に
て
、
筑
紫
箏
に
類
せ
り
。

う
た
ふ
歌
も
、
詞
や
さ
し
く
ふ
し
も
ゆ
る
や
か
に
て
、
俗
調
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
い
や
し
げ
す
く
な
か

り
き
。
近
頃
は
調
子
高
く
、
ひ
く
手
も
甚
せ
は
し
く
こ
ま
か
に
な
り
。
う
た
ふ
う
た
も
、
詞
い
や
し
く

拍
子
つ
ゞ
ま
り
て
、
い
そ
が
は
し
さ
云
ふ
ば
か
り
な
し
。
淫
声
の
至
極
、
人
の
心
を
や
ぶ
る
こ
と
、
是

に
過
ぐ
る
も
の
な
し
。」

32 

こ
の
こ
と
は
、
中
村
惕
斎
を
は
じ
め
近
世
の
楽
律
研
究
に
携
わ
っ
た
多
く
の
者
が
異
口
同
音
に
唱
え
て

い
る
。

33 

風
俗
を
保
つ
基
本
は
礼
楽
、
と
り
わ
け
楽
に
あ
る
と
強
く
考
え
た
春
台
は
『
独
語
』
の
末
も
「
風
俗
の

移
り
易
は
る
も
人
力
に
非
ら
ず
、
こ
れ
時
の
運
な
り
。
さ
れ
ば
古
の
聖
人
、
た
ゞ
此
の
事
を
慮
り
た
ま

ひ
、
よ
き
風
俗
を
永
久
に
た
も
つ
べ
き
術
を
、
も
う
け
お
き
た
ま
へ
り
。
そ
の
術
と
は
何
ぞ
と
云
ふ
に
、

正
楽
を
行
ひ
て
、
淫
楽
を
禁
ず
る
に
在
り
、
こ
れ
国
家
を
治
む
る
政
の
要
務
な
り
。」
と
結
ん
で
い
る
。

34 

同
書
の
経
済
総
論
で
春
台
は
源
平
の
乱
後
の
武
家
の
世
と
な
っ
た
こ
と
と
、
天
下
一
統
後
の
徳
川
家
の

統
治
と
な
っ
た
こ
と
を
、
郡
県
制
、
封
建
制
の
観
点
か
ら
「
一
大
変
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
日
本
史

に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
時
代
区
分
を
考
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

35 

日
本
に
お
け
る
説
経
の
起
源
に
つ
い
て
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、「
今
の
世
」
以
前
と
考
え
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
中
世
に
掲
げ
た
。

36 

起
源
は
（
古
代
の
）
雅
楽
の
尺
八
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、「
今
は
一
節
断
と
い
ふ
」
と
記
し

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
近
世
に
掲
げ
た
。

37 

永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
成
立
の
豊
原
統
秋
『
體
源
鈔
』「
音
曲
事
」
に
は
「
神
楽
催
馬
楽
朗
詠
今
様

梵
音
以
下
ニ
モ
ア
ラ
テ
哥
ヲ
フ
シ
ヲ
ツ
ケ
テ
ウ
タ
ウ
事
ノ
ア
ル
ナ
リ
。
琵
琶
法
師
之
ウ
タ
ウ
ニ
モ
又
ア

ラ
ズ
、
中
昔
ハ
白
拍
子
ト
テ
遊
君
ノ
ウ
タ
ウ
コ
ト
モ
ア
リ
。
当
世
猿
楽
ト
テ
ウ
タ
ウ
コ
ト
ハ
一
向
昔
ハ

ナ
キ
事
ナ
リ
。
如
此
ノ
音
曲
世
ニ
出
来
シ
テ
天
下
之
乱
ヲ
コ
ル
事
有
之
也
。」
な
ど
と
見
え
る
。
こ
れ

は
雅
楽
が
衰
退
の
極
み
に
あ
っ
た
時
期
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
た
経
緯
や
事
由
を
考
察
し
た
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
楽
に
理
想
を
見
つ
つ
、
俗
楽
が
隆
盛
す
る
中
で
楽
の
在
り
方
を
考
え

た
近
世
の
儒
学
者
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
種
目
を
超
え
た
音
楽
史
に
展
開
す
る
萌
芽
と
言
え
な
く
も

な
い
。
但
し
、
雅
楽
が
復
興
を
遂
げ
た
江
戸
時
代
に
な
る
と
楽
家
が
著
し
た
楽
書
（『
楽
家
録
』『
新
撰

楽
道
類
聚
大
全
』
等
）
か
ら
は
他
種
目
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。

38 

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
成
立
の
寺
島
良
安
『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
十
八
「
楽
器
類　

附
雑
楽
具
」
で
は
、

「
琴
、
瑟
、
箏
、
和
琴
、
箜
篌
、
新
羅
琴
、
琵
琶
、
阮
咸
、
三
線
、
鼓
弓
、
筑
、
喇
叭
、
銅
角
、
太
平
蕭
、

簫
、
笙
、
竽
、
觱
篥
、
笛
、
籥
、
洞
簫
、
尺
八
、
一
簡
切
、
篪
、
鼓
、
腰
鼓
、
鞨
鼓
、
銅
鼓
、
鼗
、
大
鼓
、

太
鼓
、
壎
、
缶
、
拍
板
、
敔
、
柷
、
搏
柎
、
銅
拍
子
、
鉦
鼓
、
銅
鑼
、
磬
、
鐘
、
鈴
、
鐸
、

」
を
掲

げ
、
和
漢
の
楽
器
に
つ
い
て
雅
俗
の
別
な
く
民
俗
楽
器
に
至
る
ま
で
を
通
覧
し
て
概
説
し
て
い
る
。

 

ま
た
山
岡
浚
明
（
一
七
二
六
〜
一
七
八
〇
）『
類
聚
名
物
考
』
で
は
「
楽
律
部
」
の
名
称
で
七
部
に
分

け
て
以
下
の
内
容
を
扱
っ
て
い
る
。

 

　

楽
律
部
第
一　

舞
踏
、
曲
名
、
音
調
、
雑
叢　
　
　

 

　

楽
律
部
第
二　

風
俗
、
神
楽
、
催
馬
楽
、
郢
曲
、
朗
詠
、
雑
叢

 

　

楽
律
部
第
三　

田
楽
、
猿
楽
、
雑
楽
（
今
様
、
歌
舞
妓
）

 
　

楽
律
部
第
四　

人
物
、
名
称
、
地
名
、
雑
類　

 
　

楽
律
部
第
五　

器
物
、
笛

 

　

楽
律
部
第
六　

器
、
絃

 

　

楽
律
部
第
七　

鼓
、
鐘
鉦
、
宝
器
、
鈴
鐸
、
総
括

 

こ
こ
で
も
雅
俗
の
別
な
く
種
目
や
楽
器
等
を
通
覧
し
て
概
説
し
て
い
る
。

39 

古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
の
併
存
が
可
能
と
い
う
日
本
音
楽
史
の
特
徴
は
、
当
世
の
音
楽
か
ら
音
楽
史
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の
研
究
が
可
能
に
な
る
と
い
う
利
点
を
有
す
る
一
方
で
、
音
楽
自
体
を
見
る
目
が
当
世
に
伝
わ
っ
て
い

る
も
の
に
縛
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
と
い
う
弱
点
も
持
つ
。
兼
常
清
佐
が
「
日
本
音
楽
」（『
岩
波

講
座　

日
本
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
）
で
提
起
し
た
「
日
本
音
楽
史
と
い
ふ
も
の
は
可
能
で

あ
る
か
」
と
い
う
問
い
も
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
。
春
台
の
楽
論
か
ら
は
離
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
今

日
の
日
本
音
楽
史
の
研
究
や
叙
述
に
お
い
て
も
な
お
完
全
に
は
克
服
で
き
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
。

40 

太
宰
春
台
が
影
響
を
受
け
た
一
人
と
考
え
ら
れ
る
熊
沢
蕃
山
『
雅
楽
解
』
に
は
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
同
書
は
未
だ
体
系
的
な
記
述
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
蟹
養
斎
『
日
本
楽
説
』
で

は
雅
楽
、
謡
、
三
味
線
な
ど
を
論
評
す
る
が
時
間
軸
の
意
識
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
春
台
の
『
独
語
』

は
『
経
済
録
』
よ
り
各
種
目
の
観
察
は
詳
し
く
、
論
評
も
厳
し
い
が
随
筆
の
た
め
体
系
的
な
記
述
の
体

裁
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、こ
こ
に
今
日
に
つ
な
が
る
日
本
音
楽
史
の
枠
組
み
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
春
台
の
『
経
済
録
』
の
今
日
の
音
楽
学
に
対
す
る
意
義
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

引
用
文
献
・
史
料
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編
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─移風易俗から日本音楽史へ─

遠藤　　徹＊

音楽・演劇講座（音楽分野）

（2023年6月28日受理）

ENDO, T.: A Study on the Gaku Theory of Shundai Dazai’s “Keizairoku” : From “Ifu Ekizoku” to the History of Japanese 

Music. Bull. Tokyo Gakugei Univ. Division of Arts and Sports Sciences., 75: 95-114. (2023) ISSN 2434-9399

Abstract

In the Edo period, there were many scholars who thought about how music should be as part of the theory of governance. 

An early example of this is  Kumazawa Banzan. There was also an exploration of the pitches of the ancient sacred music. 

Nakamura Tekisai was the pioneer, and later Ogyu Sorai  advocated the theory that Kosho = Oushiki, which had a great 

influence on later generations. Dazai Shundai (1680-1747), who studied under Sorai, also began researching music in response 

to the music theory and music temperament research that developed in the early Edo period. In this paper, I have traced 

Shundai's view of music from the theory of music in "Keizairoku", which is considered to be his main work. In a nutshell, 

Shundai's theory of music expands on the teachings of an old book that ``There is nothing better than music to lead people to 

good customs'', spreads gagaku throughout the world, and secular music was to be regulated.This conclusion is not necessarily 

extraordinary. In this article, I would like to point out that when Shundai commented on Japanese music, he carefully observed 

the song and dance music that was being performed in Japan at the time, and placed them in relation to the development of 

history. As a result, the theory of music in this book has become a pioneer of the description of the history of Japanese music 

that integrates various genres. Therefore, I thought that this point is the most significant of Shundai's theory of music from the 

perspective of today's musicology.

Keywords: Shundai Dazai, early modern Japan, history of Japanese music, gagaku, secular music
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