
65　熊沢蕃山の音楽思想

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

─中
川
　
優
子

一
、
は
じ
め
に

　

近
世
日
本
に
お
い
て
礼
楽
の
「
楽
」
を
重
視
し
た
儒
学
者
と
い
え

ば
、
ま
ず
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
が
浮
か
ぶ
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
彼
に
つ
い
て
は
、
そ
の
琴
学
や
楽
律
研
究
の
内
容）

1
（

、

古
楽
復
興
の
意
識
と
徳
川
吉
宗
と
の
関
係）

2
（

、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ

る
礼
楽
観）

3
（

、
さ
ら
に
は
以
後
の
知
識
人
へ
の
継
承）

（
（

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
観
点
か
ら
詳
細
な
検
討
が
進
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
近
年
は
、
中

村
惕
斎
（
一
六
二
九
～
一
七
〇
二
）
を
先
駆
と
す
る
楽
律
学
の
展
開
な

ど
に
か
ん
し
て
も
研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が）

5
（

、
依
然
と
し
て
徂

徠
の
存
在
感
は
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
徂
徠
に
先
立
つ
一

七
世
紀
の
音
楽
思
想
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
大
き
く
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
近
世
日
本
の
音
楽
思
想
に
お
け
る
徂

徠
の
位
置
を
考
え
る
う
え
で
も
必
要
な
一
歩
で
あ
る
こ
と
、
以
上
は

本
稿
が
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
～
一
六
九
一
）
に
着
目
し
て
い
る
第
一

の
理
由
で
あ
る
。

　

熊
沢
蕃
山
が
聖
人
の
定
め
た
「
楽
」（
古
楽
）
と
日
本
の
雅
楽
と
を

結
び
つ
け
、
そ
の
社
会
的
教
化
作
用
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
思
想
史

学
研
究
に
お
い
て
も
す
で
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
宮
崎
道
生
氏
は
、
文
人
と
し
て
の
蕃
山
の
一
面
を
検
討
す
る
に
あ

た
り
、
蕃
山
が
孔
子
に
触
発
さ
れ
て
「
楽
」
を
重
視
し
、
音
楽
演
奏

に
も
通
じ
た
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
、
彼
の
雅
楽
器
に
た
い
す
る

言
説
な
ど
を
概
観
し
て
い
る）

（
（

。
ま
た
大
川
真
氏
は
王
権
論
研
究
の
立
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場
か
ら
蕃
山
の
「
楽
」
に
た
い
す
る
言
説
に
着
目
し
、
彼
に
お
け
る

「
文
武
」
の
「
文
」
が
、
日
本
の
朝
廷
が
担
う
も
の
と
し
て
の
雅
楽

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た）

（
（

。
と
り
わ
け
蕃
山
が
提
唱
す
る
「
楽
」

の
在
り
方
は
、
こ
と
ば
に
拠
ら
な
い
「
知
ら
ず
識
ら
ず
」
の
「
易

簡
」
な
教
化
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
効
用
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
指
摘
は）

（
（

、
彼
の
礼
楽
観
に
お
け
る
「
楽
」
の
位
置
づ
け

を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
ま
さ
に
雅
楽
が
中
心
的
論
題
で
あ
る
「
雅
楽
解
」（『
集
義

外
書
』
所
収
、
以
下
『
雅
楽
解
』）
に
つ
い
て
は
、
音
楽
理
論
な
ど
に
か

ん
す
る
専
門
的
語
彙
を
含
む
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
宮
崎
氏
が
「
雅
楽

に
つ
い
て
は
門
外
漢
」
と
し
つ
つ
そ
の
概
略
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、

蕃
山
の
経
世
論
を
対
象
と
し
た
研
究
の
蓄
積
と
比
べ
る
と
、
思
想
史

学
研
究
か
ら
踏
み
込
ん
だ
検
討
は
見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
音
楽
学
・
音
楽
史
研
究
か
ら
は
、
む
し
ろ
『
雅
楽
解
』
に
比

較
的
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
音
楽
学
・
音
楽
史

研
究
に
お
い
て
そ
れ
は
、
日
本
の
雅
楽
と
儒
教
思
想
に
も
と
づ
く
礼

楽
の
「
楽
」
と
を
関
連
づ
け
て
論
じ
た
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
馬
淵
卯
三
郎
氏
は
、
近
世
邦
楽
の
最
初
期
の
文
献
で
あ
る

『
糸
竹
初
心
集
』
に
思
想
上
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
儒
学
者

の
著
作
に
注
目
し
、
と
く
に
蕃
山
の
『
雅
楽
解
』
を
、「
礼
楽
論
を

展
開
す
る
た
め
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
し
て
〝
雅
楽
〟
を
利
用
す
る）

（
（

」

最
初
の
文
献
と
位
置
づ
け
た
。
ま
た
武
内
恵
美
子
氏
は
、
馬
淵
氏
の

提
示
し
た
論
点
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
、「
雅
楽
」
と
い
う
語
の
用
い

ら
れ
方
な
ど
を
検
討
し
た
の
ち
、「『
雅
楽
解
』
の
内
容
は
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
楽0

思
想
で
あ
り
、
雅
楽
に
関
し
て
は
楽0

思
想
を
説
明
す
る

た
め
の
補
助
的
な
役
割
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い）

10
（

」
な

ど
と
し
つ
つ
、
蕃
山
の
目
的
な
い
し
意
図
は
「
ま
さ
に
『
雅
「
楽
」

解
』
で
あ
る
こ
と
を
非
常
に
巧
妙
に
、
無
意
識
に
刷
り
込
ん
で
い

く）
11
（

」
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
意
味
で
荻
生
徂
徠
ら
一
八
世
紀
の
思
想
家

に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

12
（

。
た
し
か
に
日
本
の
雅
楽

は
お
よ
そ
近
世
期
を
通
じ
て
、
中
世
と
は
異
な
る
文
脈

─
古
の

「
楽
」
を
希
求
す
る
よ
う
な
思
潮

─
の
も
と
、
儒
学
者
な
ど
の
知

識
人
の
み
な
ら
ず
、
武
家
や
為
政
者
な
ど
か
ら
も
関
心
を
寄
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
雅
楽
文
化
の
展
開
に
お
け
る
近
世
と
い
う
視
点

で
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
が
儒
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
を
深
く
も
つ
も
の

し
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
ひ
と
つ
の
特
質
で
あ
り
、
そ
の
萌
芽
期
に

あ
っ
た
思
想
と
し
て
蕃
山
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

だ
が
一
方
で
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、『
雅
楽
解
』
に
た
い
す
る
検
討

の
視
座
が
、
蕃
山
が
日
本
の
雅
楽
を
い
か
に
政
治
的
な
礼
楽
思
想
と

結
び
つ
け
て
い
る
か
と
い
う
観
点
に
偏
る
傾
向
が
あ
り
、
結
果
と
し

て
、
蕃
山
が
音
楽
と
し
て
の
雅
楽
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
の
か
と
い
う
問
題
に
は
踏
み
込
ま
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
日
本
の
雅
楽
の
各
楽
器
な
ど
に
た
い
す
る
蕃
山
の
言

説
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
氏
の
概
観
的
な
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
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67　熊沢蕃山の音楽思想

い
っ
て
よ
い
。

　

筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
言
説
に

つ
い
て
で
あ
る
。
と
く
に
『
雅
楽
解
』
に
お
い
て
蕃
山
は
、
当
世
に

お
け
る
種
々
の
音
楽
文
化
を
「
淫
楽
」
な
ど
と
し
て
引
き
合
い
に
出

し
な
が
ら
、「
正
楽
」
と
し
て
の
雅
楽
の
特
徴
に
つ
い
て
、
各
楽
器

に
た
い
す
る
検
討
を
含
め
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蕃

山
の
礼
楽
論
が
、
和
漢
の
書
籍
で
の
記
述
を
手
が
か
り
に
、
い
わ
ば

想
像
の
範
囲
の
み
で
把
握
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
身
も
雅
楽
を
演

奏
し
な
が
ら
、
当
世
の
実
在
す
る
音
楽
文
化
を
手
掛
か
り
に

─
つ

ま
り
自
身
の
眼
前
に
展
開
し
て
い
た
音
楽
文
化
か
ら
、
正
し
い

「
楽
」
と
そ
う
で
は
な
い
音
楽
と
を
峻
別
す
る
か
た
ち
で

─
理
解

さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
思
想
を
知
る
う
え
で
目
を
配
る
べ
き
事
実
で

あ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
本
稿
で
は
、『
雅
楽
解
』
を
も
と
に
、
蕃
山
が
日
本
近

世
期
の
音
楽
文
化
の
中
に
い
か
に
し
て
雅
楽
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し

た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
実
際
の
音
楽
文
化
と
の
か
か
わ
り
に

お
け
る
蕃
山
の
「
楽
」
の
思
想
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ

う
な
作
業
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
礼
楽
思
想
が
、
当
世
の
音
楽
文

化
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
理

解
す
る
た
め
の
一
助
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

二
、「
今
の
楽
」
の
前
提
─
「
古
の
楽
」
と
の
関
係
性

　

蕃
山
が
雅
楽
に
高
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
周
知

の
よ
う
に
四
十
歳
代
、
京
都
移
住
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宮
崎
氏
に

よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
蕃
山
は
『
源
氏
物
語
』
研
究
な
ど
を
通
じ
て
、

古
代
中
国
の
礼
楽
の
伝
統
が
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
に

至
り
、
宮
廷
文
化
の
復
興
を
志
し
た
。
さ
ら
に
蕃
山
に
お
い
て
そ
の

中
核
を
担
っ
た
の
は
、
中
国
三
代
の
「
古
の
楽
」
を
唯
一
伝
え
る
日

本
の
雅
楽
で
あ
っ
た）

13
（

。
た
し
か
に
蕃
山
は
「
古
の
楽
」
の
遺
物
と
し

て
日
本
の
雅
楽
の
意
義
を
主
張
し
た
が
、
彼
が
両
者
を
全
く
同
一
視

し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
彼
は
「
古
の
楽
」
と
当
世
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
日
本
の
雅
楽
と
の

関
係
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
た
か
。

　

そ
も
そ
も
日
本
の
雅
楽
に
つ
い
て
、
蕃
山
自
身
が
ど
の
よ
う
に
、

ま
た
ど
の
程
度
学
ん
だ
の
か
を
知
る
手
立
て
は
豊
富
で
は
な
い
。
巨

勢
直
幹
、
草
加
定
環
、
秋
山
弘
道
に
よ
る
蕃
山
伝）

1（
（

に
よ
れ
ば
、
彼
が

京
都
に
い
た
折
、
公
卿
の
小
倉
大
納
言
実
起
（
藪
嗣
良
の
二
男
、
小
倉

実
為
の
養
嗣
子
、
一
六
二
二
～
一
六
八
四
）
か
ら
琵
琶
を
、
藪
大
納
言
嗣

孝
（
藪
嗣
良
の
長
男
、
小
倉
実
起
の
実
兄
、
一
六
一
九
～
一
六
八
二
）
か
ら
箏

を
習
い
、
さ
ら
に
笛
の
演
奏
を
阿
部
飛
驒
（
楽
人
の
安
倍
季
尚
、
一

六
二
二
～
一
七
〇
八
）
に
認
め
ら
れ
た
ら
し
い
。
と
く
に
箏
や
琵
琶
の
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実
践
的
な
教
授
を
受
け
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る）

15
（

。
彼
が

公
家
と
の
盛
ん
な
交
流
を
図
っ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
て
、
雅
楽
の
う

ち
、
と
り
わ
け
堂
上
家
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
絃
楽
器
を
学
ん

だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
箏
や
琵
琶
は
、
日
本
の
雅
楽
の
う
ち
、
主
に
中
国
由
来
の

唐
楽
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
楽
器
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
学
ん
だ
経

験
も
あ
い
ま
っ
て
か
、
三
代
の
古
楽
が
遺
存
す
る
も
の
と
し
て
の
日

本
の
雅
楽
を
み
る
に
あ
た
り
彼
が
議
論
の
中
心
に
据
え
た
の
も
、
や

は
り
唐
楽
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
今
日
で
は
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
唐

楽
は
中
国
の
本
来
の
雅
楽
（
天
子
宗
廟
の
た
め
の
祭
祀
音
楽
）
で
は
な
く
、

唐
代
に
お
け
る
燕
楽
（
宴
饗
用
の
音
楽
）
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で

あ
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
日
本
の
唐
楽
は
、
た
と
え
ば
楽
器
編
成
や
規

模
な
ど
の
面
か
ら
み
て
も
、
中
国
に
お
け
る
天
子
祖
先
を
祀
る
た
め

の
楽
と
は
そ
の
様
相
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
武
内
氏
も

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

1（
（

、
日
本
の
唐
楽
が
本
来
の
雅
楽
と
相
違
点
を

多
く
持
つ
こ
と
自
体
は
、
蕃
山
自
身
も
把
握
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
『
雅
楽
解
』
の
冒
頭
を
、
改
め
て
参
照
し
よ
う
。

心
友
問
、
或
云
、
今
の
楽
は
聖
賢
の
楽
に
あ
ら
ず
、
上
古
の
楽

は
詩
を
う
た
ひ
て
そ
れ
に
絃
管
を
合
た
る
も
の
な
り
。
今
の
楽

の
様
に
楽
器
ば
か
り
に
て
は
な
き
と
の
事
也　

云
、
五
常
楽
は

舜
の
楽
な
り
。
太
平
楽
は
武
王
の
楽
也
と
い
へ
り
。
其
外
に
も

聖
賢
の
楽
あ
り
と
い
へ
共
、
そ
の
名
を
失
へ
り
。
尤
後
世
の
楽

も
多
し
。
或
の
云
説
の
ご
と
く
古
は
詩
を
う
た
ひ
、
そ
れ
に
八

音
を
合
せ
た
る
も
の
な
れ
ど
、
其
詩
を
ば
伝
へ
を
失
て
、
声
ば

か
り
残
り
た
り
。
も
ろ
こ
し
に
て
孔
子
の
時
に
さ
へ
、
三
皇
五

帝
三
王
の
楽
の
声
あ
り
て
、
言
葉
な
き
も
有
た
り
。
聖
人
は
其

声
を
聞
て
、
其
心
を
知
給
へ
り
。
後
世
の
人
其
心
を
不
レ

知
と

い
へ
ど
も
、
糸
竹
を
し
ら
べ
て
精
神
を
養
ひ
、
心
思
を
和
す
る

の
益
あ
り
。
こ
の
故
い
に
し
へ
よ
り
、
言
葉
な
き
の
声
を
伝
て
、

楽
を
も
て
あ
そ
べ
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
一
）

　
「
聖
賢
の
楽
」
す
な
わ
ち
古
楽
と
「
今
の
楽
」
す
な
わ
ち
日
本
の

唐
楽
と
の
違
い
の
う
ち
、
彼
が
第
一
に
眼
を
向
け
た
の
は
、「
詩
」

の
有
無
で
あ
る
。
蕃
山
に
お
い
て
本
来
の
古
楽
は
、
楽
器
に
あ
わ
せ

て
古
詩
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
た
し
か
に
「
今
の
楽
」
す

な
わ
ち
日
本
の
雅
楽
の
う
ち
、
と
く
に
唐
楽
に
は
、
基
本
的
に
歌

（
詩
）
は
含
ま
れ
な
い
。『
源
氏
物
語
』
と
『
詩
経
』
と
を
同
等
視
す

る
姿
勢
を
み
せ
つ
つ
、
前
者
が
詩
を
学
ぶ
重
要
性
を
も
説
い
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
蕃
山
で
あ
る
か
ら）

1（
（

、「
今
の
楽
」
が
詩
を
も
た
な

い
と
い
う
事
実
は
、
と
も
す
れ
ば
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
詩
の
伝
承
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
、「
言
葉
な
き
の
声
」
す
な
わ
ち
楽
器
の
演
奏
に
視
点
を
移
し

て
い
る
。
そ
し
て
楽
器
の
音
に
古
楽
た
る
要
素
は
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
そ
も
そ
も
、
遙
か
「
三
皇
五
帝
三
王
」
の
時
代
の
「
楽
」

に
も
詩
が
無
い
も
の
が
あ
り
、
楽
器
に
よ
っ
て
も
「
心
思
を
和
す

日本思想史学53-論文1 中川優子氏　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



69　熊沢蕃山の音楽思想

る
」
な
ど
と
い
っ
た
効
用
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
。

　

た
だ
し
、
す
べ
て
の
楽
器
の
音
に
「
古
の
楽
」
が
そ
っ
く
り
そ
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
琴
（
古
琴
、
七
絃
琴
）
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
の
琴
の
声
は
い
に
し
へ
の
し
ら
べ
に
あ
ら
ず
。
上
古
の
琴
の

し
ら
べ
は
、
他
の
糸
竹
に
ひ
ゞ
き
わ
た
り
て
、
独
つ
か
さ
ど
り

た
る
声
な
り
と
い
へ
り
。
今
の
琴
の
糸
の
し
ら
べ
に
て
は
、
順

の
調
子
に
も
あ
げ
が
た
か
ら
ん
。
故
に
下
調
子
に
お
と
し
て
、

こ
と
の
外
に
微
音
な
り
。
こ
れ
琴
の
し
ら
べ
の
本
意
に
あ
ら
ず
。

た
ゞ
大
や
う
い
に
し
へ
の
琴
の
か
た
ち
を
う
つ
し
て
、
琴
に
は

あ
ら
ぬ
声
を
な
し
た
る
物
な
る
べ
し
。
む
か
し
徐
福
と
云
人
、

日
本
に
来
儀
せ
し
と
き
、
上
古
の
琴
の
調
子
を
伝
て
、
専
用
ひ

ぬ
れ
ど
も
、
後
世
あ
ま
り
に
大
事
と
し
て
、
秘
し
失
ひ
た
り
。

お
し
く
な
げ
か
し
き
事
な
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
三
）

　
『
源
氏
物
語
』
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
よ
う
に
、
琴
は
日
本
に

も
た
ら
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
後
唐
楽
の
楽
器
と
し
て
は
定
着
し

な
か
っ
た
。
そ
し
て
蕃
山
に
よ
れ
ば
、
当
世
に
お
け
る
琴
は
、
本
来

の
音
を
失
っ
て
い
る
。
上
古
に
お
け
る
琴
は
「
微
」
音
で
は
な
く
、

ま
わ
り
の
楽
器
に
も
ま
し
て
響
き
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
加
え
て
そ
の
よ
う
な
琴
の
音
は
、「
君
」
の
徳
と
結
び
つ
い

て
い
る
。

夫
八
音
の
中
に
て
は
糸
を
君
と
す
。
糸
の
中
に
て
も
、
琴
を
上

と
す
。
宮
の
声
は
重
を
主
と
す
る
事
あ
れ
ど
も
、
微
な
る
を
学

ぶ
の
儀
な
し
。
今
の
琴
声
は
微
音
な
り
。
是
君
の
徳
を
失
へ
り
。

い
に
し
へ
の
音
に
あ
ら
ず
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
四
）

　

彼
に
お
い
て
「
い
に
し
へ
の
音
」、
つ
ま
り
本
来
の
「
楽
」
と
い

う
の
は
、
低
く
ぼ
ん
や
り
と
し
た
「
微
」
音
で
は
な
く
、「
君
の
徳
」

に
も
通
じ
る
よ
う
な
明
瞭
な
音
を
も
つ
の
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
当
世
の
唐
楽
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
楽
器
に
つ
い

て
は
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
古
代
中
国
に
求
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
琵
琶

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

問
、
琵
琶
は
胡
国
の
楽
器
な
り
と
い
へ
り
、
い
か
　ゞ

云
、
琵

琶
は
女
媧
氏
の
作
な
り
。
む
か
し
四
時
の
気
不
順
な
り
し
と
き
、

女
媧
氏
琵
琶
を
作
て
、
四
絃
を
四
時
に
か
た
ど
り
、
雅
声
を
発

し
給
ひ
し
か
ば
、
春
夏
秋
冬
其
時
を
得
た
り
と
い
へ
り
。
数
千

歳
を
へ
て
中
国
に
は
と
り
失
ひ
、
胡
国
に
落
と
ま
り
し
か
ば
、

胡
国
の
楽
器
と
い
へ
り
。
楽
は
聖
人
神
明
の
徳
な
く
て
は
作
る

事
な
り
が
た
し
。
聖
作
な
る
事
う
た
が
ひ
な
し
。（『
雅
楽
解
』

全
集
二
、
二
五
三
～
二
五
四
）

　

彼
は
胡
国
由
来
説
を
否
定
し
、
古
代
中
国
の
女
媧
に
起
源
が
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
に
お
い
て
は
書
物
に
残
る
種
々
の
説

よ
り
も
、「
楽
」
は
「
聖
人
神
明
の
徳
」
が
無
け
れ
ば
作
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
考
え
が
先
立
つ
よ
う
で
あ
る）

1（
（

。
ま
た
箏
に
つ
い
て
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は
、
伏
犠
と
の
関
連
が
強
調
さ
れ
る
。

又
爭

（
マ
マ
）を

秦
箏
と
云
説
あ
り
。
尤
二
十
五
絃
を
二
つ
に
し
て
、
十

三
絃
と
な
し
た
る
は
秦
人
な
り
。
し
か
れ
ど
も
秦
人
の
私
を
以

て
、
一
糸
を
を
も
加
損
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
伏
犠
氏
初
て
五
十

絃
の
瑟
を
作
り
給
ふ
。
後
の
人
こ
れ
を
二
十
五
絃
と
す
。
二
つ

に
し
て
い
と
数
の
減
じ
た
る
ば
か
り
に
て
、
五
十
絃
に
か
は
り

な
し
。
秦
人
其
格
に
習
て
、
又
二
十
五
絃
を
二
つ
に
し
て
、
十

三
絃
と
す
。
五
十
絃
二
十
五
絃
十
三
絃
、
と
も
に
宮
商
角
徴
羽

の
五
声
の
備
り
は
同
じ
事
な
る
べ
し
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二

五
二
）

　

箏
は
秦
代
の
作
な
ど
の
説
が
あ
る
が
、
彼
は
伏
犠
の
作
っ
た
五
十

絃
の
瑟
に
起
源
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
宮
商
角
徴
羽
」
な
い
し

「
五
声
」
は
五
音
と
も
い
い
、
中
国
由
来
の
雅
楽
理
論
の
う
ち
、
相

対
的
な
音
高
関
係
を
示
す
い
わ
ゆ
る
五
音
音
階
で
あ
る
。
つ
ま
り
蕃

山
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
絃
の
数
が
変
わ
ろ
う
と
も
、
オ
ク

タ
ー
ブ
の
数
が
変
わ
る
の
み
で
、
音
階
な
い
し
音
の
配
列
自
体
は
変

わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
古
の
楽
」
と
の

関
係
に
お
け
る
「
今
の
楽
」
と
し
て
の
雅
楽
に
つ
い
て
、
彼
は
両
者

の
相
違
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
と
り
わ
け
聖
人
の
徳
と
の
結
び
つ
き
か

ら
、「
楽
」
た
る
要
素
が
唐
楽
の
楽
器
の
音
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と

を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

三
、「
今
の
楽
」
と
「
今
の
う
た
ひ
物
」
─
比
較
の
視
座

　

一
方
で
蕃
山
は
「
淫
楽
」（
な
い
し
は
「
淫
声
」「
俗
楽
」
な
ど
）
と
し

て
、
ま
ず
「
平
家
」（
琵
琶
を
伴
奏
に
『
平
家
物
語
』
を
語
る
も
の
）
や

「
う
た
ひ
」（
能
の
謡
）、「
ま
ひ
」（
幸
若
舞
な
ど
の
曲
舞
）
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
武
家
の
代
と
な
り
て
以
来
、
出
来
た
る
も

の
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
九
）、
つ
ま
り
武
家
が
政
権
を
担
っ
て

以
降
の
音
楽
文
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
そ

れ
ぞ
れ
の
成
立
に
つ
い
て
、「
其
中
に
て
は
、
平
家
の
ふ
し
久
し
き

か
。
其
次
に
う
た
ひ
の
ふ
し
出
来
た
り
と
見
え
た
り
」（『
雅
楽
解
』

全
集
二
、
二
五
九
）
と
す
る
。
ま
た
「
ま
ひ
」
に
つ
い
て
は
、「
武
家

戦
国
の
間
に
出
来
た
る
ふ
し
な
る
べ
し
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五

九
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
蕃
山
は
、
近
世
期
に
隆
盛
し
た
三
味
線
や
箏

に
よ
る
「
小
哥
」
に
も
言
及
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
時
代
〳
〵
に

下
よ
り
を
こ
る
も
の
な
り
。
風
俗
婬
す
れ
ば
小
哥
の
ふ
し
も
淫
風
な

り
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
六
）
と
、
当
世
に
お
け
る
新
興
の
流
行

音
楽
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。

　

日
本
の
唐
楽
が
歌
を
も
た
な
い
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
淫
楽
は
い
ず

れ
も
、
歌
や
語
り
な
ど
と
い
っ
た
人
の
声
に
よ
る
要
素
を
含
む
、
い

わ
ゆ
る
声
楽
の
一
種
に
当
た
る
。
そ
し
て
「
今
の
楽
」
が
「
詩
」
を

失
っ
て
い
る
こ
と
に
眼
を
向
け
て
い
た
蕃
山
は
、
淫
楽
へ
の
評
価
に
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お
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
「
う
た
ひ
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

い
く
ぶ
ん
肯
定
的
で
あ
る
。

淫
声
の
中
に
て
も
彼
は
此
よ
り
よ
き
あ
り
、
平
家
う
た
ひ
こ
れ

な
り
。
楽
の
唱
歌
は
琵
琶
箏
な
く
て
は
う
た
ひ
が
た
し
。
今
は

琵
琶
箏
も
人
に
よ
り
所
に
よ
り
て
自
由
な
ら
ず
。
春
の
う
ぐ
ひ

す
、
秋
の
蟬
だ
に
も
、
自
然
に
吟
声
発
す
、
い
は
ん
や
人
は
心

知
あ
つ
く
し
て
情
思
深
し
。
う
た
ひ
も
の
な
く
て
不
レ

叶
。
後

世
明
君
出
た
ま
ひ
、
道
行
は
れ
て
自
然
に
雅
声
の
お
こ
ら
む
ま

で
は
、
せ
め
て
は
平
家
う
た
ひ
舞
な
ど
は
な
ぐ
さ
み
に
う
た
ひ

て
も
く
る
し
か
ら
じ
。
情
を
の
ぶ
る
の
一
な
り
。（『
雅
楽
解
』

全
集
二
、
二
五
六
～
二
五
七
）

　

こ
こ
で
彼
は
雅
楽
の
唱
歌
（
各
楽
器
の
旋
律
を
習
得
す
る
際
に
歌
う
も

の
）
に
言
及
し
つ
つ
、
そ
れ
も
絃
楽
器
が
な
け
れ
ば
な
か
な
か
歌
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る）

1（
（

。
そ
し
て
、
情
を
の
べ
る
た
め
の
手
段
と

し
て
の
「
う
た
ひ
も
の
」
の
意
義
を
み
と
め
、「
淫
声
」
の
う
ち
比

較
的
成
立
の
古
い
「
平
家
」
や
「
う
た
ひ
」
な
ど
を
許
容
す
る
姿
勢

を
み
せ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
「
う
た
」
は
、『
詩
経
』
大
序
な
ど

に
も
み
え
る
よ
う
な
、
心
の
な
か
の
思
い
が
や
む
に
や
ま
れ
ず
声
に

な
る
も
の
と
し
て
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
態

度
は
、
お
よ
そ
声
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
こ
と
に
ひ
と
つ
の
特
徴

が
あ
る
日
本
の
音
楽
文
化
に
た
い
す
る
一
定
の
理
解
を
も
た
ら
し
て

い
る
と
い
え
よ
う）

20
（

。

　

た
だ
し
、「
古
の
楽
」
と
「
今
の
楽
」
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
た
う

え
で
、
と
り
わ
け
聖
人
の
徳
が
楽
器
の
音
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
考

え
た
蕃
山
に
お
い
て
は
、
雅
楽
の
楽
器
の
音
に
「
正
楽
」
た
る
要
素

を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
蕃
山
に
お
い
て
、
聖
人
に
も

と
づ
く
「
楽
」
た
る
雅
楽
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
内
面
以
上
に
、
よ

り
社
会
的
な
意
義
を
も
っ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
蕃
山
は
、
何
を
も
っ
て
「
正
楽
」
と
「
淫
楽
」
を
分
か
つ

基
準
と
し
た
か
。

問
、
正
し
き
伝
へ
も
な
く
、
詩
の
言
葉
も
な
き
に
、
今
の
楽
を

正
楽
な
り
と
の
給
ふ
事
は
何
ぞ
や　

云
、
宮
商
角
徴
羽
を
以
て
、

正
楽
と
い
ふ
事
を
知
な
り
。
今
の
俗
の
鳴
物
、
う
た
ひ
物
は
、

い
づ
れ
も
五
声
正
し
か
ら
ず
。
雅
楽
は
五
声
正
し
く
し
て
、
律

呂
備
れ
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
四
）

　

箏
が
伏
犠
に
通
じ
る
楽
器
で
あ
る
根
拠
と
同
様
、
雅
楽
が
「
正

楽
」
た
る
所
以
を
知
る
の
も
、
宮
商
角
徴
羽
の
五
声
が
正
規
の
音
階

に
正
し
く
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に

続
け
る
。

問
、
平
日
の
物
語
よ
り
、
小
哥
さ
み
線
の
た
ぐ
ひ
に
至
ま
で
、

五
音
に
も
れ
た
る
も
の
は
な
し
。
何
れ
に
て
も
五
声
は
し
ら
る

べ
き
か　

云
、
尤
い
づ
れ
に
も
五
声
あ
り
、
し
か
れ
ど
も
正
楽

の
五
声
と
、
淫
楽
の
五
声
と
、
ふ
り
と
い
ふ
も
の
各
別
な
り
。

此
ふ
り
た
え
て
は
、
又
お
こ
す
事
成
が
た
し
。（『
雅
楽
解
』
全
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集
二
、
二
五
四
）

　

彼
が
お
よ
そ
「
楽
」
に
お
い
て
、
一
度
絶
え
る
と
再
興
で
き
な
い

も
の
と
し
て
「
ふ
り
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、『
三
輪
物
語
』

や
『
孝
経
外
伝
或
問
』
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
と
く
に
後
者
に
お

い
て
「
ふ
り
」
は
身
体
的
な
所
作
に
も
通
じ
る
意
味
合
い
で
捉
え
ら

れ
て
い
る
が）

21
（

、
こ
こ
で
は
「
五
声
」
の
「
ふ
り
」
と
あ
る
た
め
、
音

な
い
し
は
旋
律
の
動
き
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
彼
は
、「
う
た
ひ
も
の
」
が
中
心
で
あ
る
武
家
政
権
以

後
の
音
楽
文
化
の
中
に
、
楽
器
の
み
の
音
で
あ
る
日
本
の
雅
楽
（
唐

楽
）
を
位
置
づ
け
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
階
が
雅
楽
の
五
声

（
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
、
西
洋
の
階
名
で
い
え
ば
ド
・
レ
・
ミ
・
ソ
・
ラ
も
し

く
は
ド
・
レ
・
フ
ァ
・
ソ
・
ラ

）
22
（

）
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か

ら
、
両
者
の
比
較
を
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
蕃
山
が
当
世
の
音
楽

文
化
へ
向
け
た
視
座
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旋
律
に
お
け
る
音
の
動
き
に

通
じ
、
そ
の
特
徴
を
耳
で
聴
き
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
音
の
動
き
に
み
る
社
会
秩
序

　
「
正
楽
」
と
「
淫
楽
」
に
お
け
る
五
声
の
「
ふ
り
」
の
違
い
を
、

蕃
山
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
そ
も
そ
も
五
声
は
五
行
思
想

に
も
と
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
と
対
応
し
う
る
が
、
蕃
山
は
と
り

わ
け
君
・
臣
・
民
・
事
・
物
と
の
対
応
に
も
と
づ
い
て
論
を
す
す
め

て
い
く
。
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、『
礼
記
』
楽
記
に
お
い
て
、
両

者
の
対
応
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

宮
為
君
、
商
為
臣
、
角
為
民
、
徴
為
事
、
羽
為
物
。
五
者
不
乱
、

則
無
怗
懘
之
音
矣
。
宮
乱
則
荒
、
其
君
驕
。
商
乱
則
陂
、
其
臣

壊
。
角
乱
則
憂
、
其
民
怨
。
徴
乱
則
哀
、
其
事
勤
。
羽
乱
則
危
、

其
財
匱
。
五
者
皆
乱
迭
相
陵
謂
之
慢
。
如
此
、
則
国
之
滅
亡
無

日
矣）

23
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
宮
の
音
は
君
に
、
商
の
音
は
臣
に
、
角
の
音
は
民

に
、
徴
は
事
に
、
羽
は
物
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
う

え
で
、
そ
れ
ら
が
乱
れ
れ
ば
国
の
滅
亡
に
も
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
『
礼
記
』
の
一
説
が
念
頭
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
蕃
山
も

こ
の
五
声
の
「
ふ
り
」
に
つ
い
て
は
、
雅
楽
で
は
な
い
音
楽
文
化
に

お
け
る
そ
れ
が
い
か
に
乱
れ
て
い
る
か
を
第
一
に
説
く
。
と
り
わ
け

彼
は
、「
淫
声
は
宮
不
立
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
四
）、「
後
世
の

う
た
ひ
物
は
、
宮
か
と
思
へ
ば
商
に
う
つ
り
ぬ
。
君
位
を
臣
の
お
か

せ
る
な
り
。
故
に
五
音
正
し
か
ら
ず
と
い
へ
り
。
こ
れ
淫
声
の
し
る

し
な
り
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
五
）
な
ど
と
、
宮
の
音
が
安
定
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
宮
は
い
わ
ゆ
る
主
音
の

役
割
を
果
た
す
音
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
に
お
い
て
は
「
君
」
に

通
じ
る
た
め
、「
宮
不
立
」
と
は
「
君
」
位
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と

の
象
徴
と
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
当
該
音
楽
文
化
が
成
立
し
た
時
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73　熊沢蕃山の音楽思想

代
に
お
け
る
社
会
の
様
相
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
「
ま
ひ
」
の
成
立
が
戦
国
で
あ
る
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
彼
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宮
い
よ
〳
〵
た
ゝ
ず
し
て
羽
は
め
ら
ず
。
宮
の
た
ゝ
ざ
る
こ
と

は
小
哥
よ
り
も
立
ず
。
小
哥
は
羽
め
れ
ど
も
ま
ひ
は
め
ら
ず　

問
、
何
を
以
て
か
戦
国
の
声
と
い
へ
る
や　

云
、
戦
国
は
国
々

我
持
な
れ
ば
、
君
な
き
が
ご
と
し
。
羽
の
め
ら
ざ
る
は
、
戦
国

は
兵
粮
に
迷
惑
し
て
、
を
ご
る
事
あ
た
は
ず
。
も
の
質
素
な
れ

ば
な
り
（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
九
）

　

戦
国
は
「
君
」
が
い
な
い
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
宮
が
ほ

と
ん
ど
立
た
な
い
と
し
て
い
る）

2（
（

。
ま
た
蕃
山
は
、
羽
の
音
は
低
く
な

っ
て
い
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
戦
国
は
物
が
質
素
で
驕
り
よ

う
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
の
は
最
た
る
淫
楽
と

も
い
え
る
「
小
哥
」
で
あ
る
が
、
そ
の
五
声
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
細

な
分
析
が
み
て
と
れ
る
。

小
哥
は
宮
い
よ
〳
〵
た
ゝ
ず
、
お
も
か
げ
ば
か
り
な
り
。
宮
に

す
は
る
べ
き
所
皆
商
に
す
は
り
て
微
と
な
る
。
臣
事
を
と
り
て
、

権
威
つ
よ
き
の
象
な
り
。
又
羽
め
る
な
り
。
こ
れ
物
の
大
に
な

る
也
。
物
の
大
に
な
る
は
驕
奢
な
り
。
君
に
君
徳
な
け
れ
ば
、

紀
綱
ゆ
る
ま
り
て
お
ご
り
長
ず
る
故
な
り
。
故
に
小
哥
は
淫
に

し
づ
み
た
る
も
の
な
れ
ば
、
世
間
に
も
淫
風
と
知
所
な
り
（『
雅

楽
解
』
全
集
二
、
二
五
七
）

　
「
小
哥
」
は
、
宮
の
音
が
不
安
定
で
ほ
と
ん
ど
「
お
も
か
げ
」
程

度
の
存
在
感
で
あ
り
、
宮
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
商
の
音
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
君
が
お
び
や
か
さ
れ
、
臣
が
権
威
を
強
め
て
い
る

象
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
羽
が
本
来
の
五
声
よ
り
も
低
い
こ

と
は
、
蕃
山
に
お
い
て
は
物
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
さ
ま
を
示
す
。

音
が
低
く
な
れ
ば
律
管
で
い
え
ば
そ
の
長
さ
は
長
く
な
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
物
が
大
き
く
な
る
さ
ま
を
驕
り
に
結
び

つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
驕
り
も
、
宮
が
不
安
定
で
、
君
徳
が
揺
ら

い
で
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
小
哥
」
の
五
声
の
乱
れ
は
、
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

彼
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

問
、
小
哥
の
羽
の
め
る
事
、
風
俗
に
か
な
ふ
こ
と
は
何
ぞ
や　

云
、
羽
の
め
る
は
、
風
俗
よ
り
出
た
る
声
な
り
。
羽
は
物
な
り
。

め
る
は
大
に
な
る
な
り
。
万
事
分
に
過
た
る
は
、
羽
の
め
る
な

り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
士
貧
く
民
困
窮
す
。
羽
め
る
と
き
は
角

か
る
道
理
な
り
。
か
る
は
ち
い
さ
く
成
た
る
也
。
角
は
民
な
り
。

世
間
お
ご
る
と
き
は
、
民
困
窮
せ
り
（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五

七
）

　

彼
は
「
小
哥
」
の
五
声
が
当
世
の
風
俗
の
在
り
方
に
根
差
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
羽
が
低
く
な
る
と
き
は
角
が
高
く

な
る
と
主
張
し
た
う
え
で
、「
民
」
が
困
窮
す
る
さ
ま
を
示
し
て
い
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る
と
す
る
。
な
お
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
「
小
哥
」
の
特
徴
は
お
そ
ら
く

三
味
線
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
蕃
山
は
「
つ
く
し
箏
」
を
用
い

た
「
小
哥
」
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
附
言
し
て
い
る）

25
（

。

問
、
つ
く
し
箏
の
小
哥
は
、
少
し
よ
き
や
う
に
聞
ゆ
る
は
い

か
　ゞ

云
、
平
調
の
し
ら
べ
を
用
ひ
、
角
羽
の
糸
め
る
な
り
。

羽
の
め
る
は
小
哥
の
音
め
る
ゆ
へ
な
り
。
角
は
小
哥
の
音
、
め

ら
ざ
れ
ど
も
、
糸
を
め
ら
す
る
は
、
左
手
を
は
た
ら
か
し
め
、

お
さ
へ
ん
が
為
な
り
。
角
は
民
な
り
。
民
の
労
し
く
る
し
む
象

な
り
。
楽
に
は
宮
の
糸
に
左
手
な
し
。
つ
く
し
琴
に
は
、
七
為

に
左
手
あ
り
。
こ
れ
君
か
ろ
く
し
て
を
か
し
や
す
き
の
象
な
り
。

世
俗
の
小
哥
に
か
は
り
な
し
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
七
）

　
「
左
手
を
は
た
ら
か
し
め
」
る
、
つ
ま
り
左
手
で
絃
を
押
さ
え
て

音
程
を
変
化
さ
せ
る
奏
法
（
押
手
）
な
ど
に
言
及
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
羽
だ
け
で
な
く
、
角
の
音
も
「
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
つ
く

し
箏
」
の
音
楽
は
、
楽
器
自
体
は
雅
楽
で
も
用
い
る
箏
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
ル
ー
ツ
は
雅
楽
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

も
い
え
る
が
、
彼
に
お
い
て
は
器
が
保
た
れ
て
い
る
だ
け
で
は
不
十

分
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
宮
の
絃
（
七
・
為
）
の
音
程
を
押
手

に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
、「
君
」
を
侵
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
五
声

の
「
ふ
り
」
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
民
が
苦
し
む
様
子
が
み
て
と
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
蕃
山
は
、「
小
哥
」
の
五
声
に
君
徳
の
揺
ら
ぎ

に
よ
っ
て
民
が
困
窮
す
る
様
相
を
見
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が

当
時
の
音
階
に
た
い
し
て
ど
の
程
度
厳
密
な
分
析
に
な
っ
て
い
る
の

か
は
判
然
と
し
な
い）

2（
（

。
た
だ
し
彼
が
音
階
の
相
違
に
注
意
を
向
け
、

そ
こ
に
民
が
困
窮
す
る
よ
う
な
社
会
の
様
相
を
見
出
す
こ
と
で
、

「
小
哥
」
の
よ
う
な
新
興
の
音
楽
が
当
世
に
お
け
る
乱
れ
た
風
俗
の

象
徴
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
な
音
の
レ
ベ
ル
で
示
そ
う
と
し
た
こ
と

は
確
か
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
聖
人
の
徳
に
も
と
づ
く
雅
楽
の
旋
律
に
は
、
基
本

的
に
五
声
が
正
し
く
備
わ
り
、
君
臣
民
事
物
の
関
係
も
乱
れ
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
蕃
山
は
、
雅
楽
の
五
声
を
た
だ

「
正
し
い
」
の
み
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
雅
楽
に
お

い
て
も
、
五
声
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
理
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、

実
際
の
旋
律
で
は
こ
の
五
つ
の
音
高
か
ら
外
れ
る
も
の
も
あ
り
、
と

く
に
管
楽
器
の
笛
や
篳
篥
な
ど
は
そ
れ
が
激
し
い
。
彼
は
こ
の
よ
う

な
側
面
を
も
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
「
ふ
り
」
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

管
は
商
一
律
か
る
所
多
し
。
こ
れ
は
臣
は
を
ご
り
や
す
き
に
よ

り
て
を
さ
へ
た
る
用
心
な
る
べ
し
。
め
る
は
大
に
な
る
也
。
か

る
は
ち
い
さ
く
な
る
也
。
商
は
臣
に
な
れ
ば
一
律
か
ら
す
る
は
、

へ
り
く
だ
り
た
る
象
な
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
六
〇
）

　
「
臣
」
に
相
当
す
る
商
の
音
が
高
く
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
し
た

う
え
で
、
や
は
り
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
音
程
が
本
来
の
五
声
の
そ
れ
よ
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75　熊沢蕃山の音楽思想

り
低
い
状
態
を
「
大
に
な
る
」
こ
と
に
、
反
対
に
高
け
れ
ば
「
ち
い

さ
く
な
る
」
こ
と
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
雅
楽
の
管
楽
器
に

お
い
て
、
商
が
し
ば
し
ば
高
く
な
る
こ
と
は
「
臣
」
が
小
さ
く
な
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
彼
は
こ
れ
を
、
臣
下
が
驕
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
の
「
用
心
」
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

蕃
山
は
、
お
よ
そ
実
際
の
演
奏
に
も
即
し
た
か
た
ち
で
音
の
動
き
を

分
析
的
に
捉
え
、
時
代
が
下
っ
て
か
ら
成
立
し
た
音
楽
文
化
の
旋
律

が
乱
れ
た
社
会
を
あ
ら
わ
す
一
方
、
雅
楽
の
そ
れ
は
理
想
的
な
社
会

や
国
家
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
、「
楽
」
の
「
和
」

　

さ
て
、
正
楽
と
淫
楽
と
を
分
か
つ
「
ふ
り
」
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、

彼
は
こ
う
も
付
言
し
て
い
る
。

其
上
淫
声
は
宮
不
立
、
俗
の
う
た
ひ
物
に
、
宮
の
立
た
る
も
も

し
は
あ
れ
ど
も
、
其
声
和
な
し
。
和
あ
る
は
宮
不
レ

立
共
に
正

楽
に
あ
ら
ず
。
和
な
く
し
て
立
た
る
宮
は
、
ま
こ
と
の
宮
に
あ

ら
ず
。（
中
略
）
正
楽
は
和
し
て
宮
立
ぬ
。
故
に
正
楽
た
る
事
を

し
れ
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
四
～
二
五
五
）

　

宮
音
の
安
定
に
加
え
、「
和
」
も
ま
た
正
楽
の
み
に
備
わ
る
要
素

だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
和
」
は
礼
楽
思
想
に
お
い
て
と
く
に
「
楽
」
と
か
か

わ
り
の
深
い
概
念
と
し
て
、
と
く
に
「
礼
」
の
「
節
」
や
「
序
」
と

し
ば
し
ば
対
応
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ

う）
2（
（

。
蕃
山
自
身
も
『
雅
楽
解
』
の
後
半
部
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

「
楽
」
の
「
和
」
を
論
じ
て
い
る
。

聖
人
の
天
地
を
た
す
く
る
道
は
、
礼
楽
を
大
な
り
と
す
。
天
尊

く
地
卑
し
て
、
乾
坤
定
る
は
礼
也
。
聖
人
こ
れ
に
則
と
り
て
、

礼
を
制
し
式
を
作
る
。
天
地
の
間
に
万
物
生
々
す
。
和
気
の
流

行
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
は
楽
な
り
。
聖
人
こ
れ
を
助
て
、

楽
は
人
心
を
和
す
る
よ
り
先
な
る
は
な
し
。
人
心
和
す
る
と
き

は
声
和
す
、
声
和
す
る
と
き
は
天
地
の
和
気
応
ず
。
天
気
時
に

く
だ
り
、
地
気
時
に
の
ぼ
り
、
陰
陽
和
合
し
て
、
万
物
を
煦
嫗

覆
育
す
。
時
は
礼
な
り
、
和
は
楽
な
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、

二
七
三
）

　

彼
は
『
礼
記
』
楽
記
に
の
っ
と
り
つ
つ）

2（
（

、「
楽
」
が
聖
人
の
助
け

の
も
と
に
人
の
内
面
に
「
和
」
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
地

の
「
和
気
」
と
も
応
ず
る
と
説
く
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
蕃
山

に
お
い
て
、
天
地
と
人
と
が
「
和
」
す
と
き
、
そ
れ
を
助
け
る

「
楽
」
の
「
声
」
も
ま
た
「
和
」
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
彼
は
実
際
に
、
音
や
声
の
響
き
や
聞
こ
え
方
と
い
う
べ
き
側

面
に
「
和
」
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
蕃
山
は
、
旋
律
の
動
き
を
み
る
限
り
で
は
宮
が
安
定
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
音
楽
文
化
に
つ
い
て
、「
和
」
が
欠
け
て
い
る
こ
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と
を
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
「
平
家
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

平
家
と
云
も
の
ゝ
ふ
し
は
、
宮
立
と
い
へ
ど
も
、
宮
の
所
に
は

声
の
ゆ
り
あ
り
。
君
の
位
の
あ
や
う
き
兆
な
り
。
正
し
く
立
た

る
に
あ
ら
ず
。
事
は
清
盛
一
家
の
事
を
い
ひ
、
ふ
し
は
頼
朝
北

条
の
時
代
に
出
来
た
る
成
べ
し
。
う
ら
み
て
い
か
る
声
に
似
た

り
。
声
こ
は
く
し
て
和
な
し
（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
五
）

　

彼
は
「
う
ら
み
て
い
か
る
」
よ
う
な
声
の
様
相
に
「
和
」
の
欠
如

を
見
出
し
、
同
時
に
「
ゆ
り
」
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
ビ
ブ
ラ
ー
ト
が

宮
の
音
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
君
位
の
危
う
さ

の
象
徴
と
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
そ
の
宮
の
「
ゆ
り
」
を
、「
北
条

は
一
向
商
に
な
り
て
、
代
を
か
さ
ね
た
り
。
宮
に
て
は
立
が
た
き
勢

を
知
ば
な
り
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
六
〇
）
と
、
商
す
な
わ
ち
臣
下

の
状
態
で
実
権
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
北
条
氏
の
統
治
の
様
相
と
結

び
つ
け
る
こ
と
で
、「
平
家
」
の
ふ
し
が
成
立
し
た
当
初
に
お
け
る

「
君
」
の
在
り
方
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

　
「
和
」
に
か
か
わ
る
議
論
は
、「
う
た
ひ
」
に
た
い
す
る
評
価
に
お

い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
「
う
た
ひ
」
を
、
能
の
類
型
、

す
な
わ
ち
「
祝
言
」（
い
わ
ゆ
る
初
番
目
物
や
祝
言
物
、
祝
意
に
満
ち
た
作

品
が
多
い
）、「
修
羅
」（
修
羅
能
・
修
羅
物
、
源
平
の
武
将
が
死
後
修
羅
道
に

堕
ち
た
苦
し
み
を
み
せ
る
も
の
が
多
い
）、「
か
つ
ら
」（
鬘
能
、
女
性
を
シ
テ

と
す
る
優
雅
な
作
品
が
多
い
）、「
鬼
む
き
」（
鬼
や
畜
類
の
霊
な
ど
が
登
場
す

る
も
の
）
ご
と
に
区
別
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

う
た
ひ
に
て
は
、
祝
言
修
羅
、
鬼
む
き
と
い
ふ
も
の
、
宮
は
大

方
た
て
共
、
吟
こ
は
く
し
て
和
な
し
。
和
な
く
し
て
立
た
る
君

は
、
ち
か
ら
つ
よ
き
が
ゆ
へ
な
り
。
人
質
を
と
り
ち
か
ら
を
以

て
か
た
め
た
る
が
ご
と
し
。（
中
略
）
正
楽
の
宮
の
立
た
る
が
ご

と
く
に
は
あ
ら
ず
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
五
）

　
「
祝
言
」「
修
羅
」「
鬼
む
き
」
の
謡
は
そ
の
吟
が
こ
わ
ば
っ
て
お

り
、「
和
」
が
無
い
。
と
り
わ
け
「
祝
言
」「
修
羅
」
に
つ
い
て
は
、

「
祝
言
修
羅
の
宮
は
急
度
し
て
和
な
し
。（
中
略
）
頼
朝
尊
氏
家
の
天

下
を
た
も
つ
は
、
ち
か
ら
を
以
て
威
を
持
た
り
。
祝
言
修
羅
の
宮
の

ご
と
し
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
六
〇
）
と
、
宮
の
音
に
も
「
和
」
が

欠
け
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
せ
き
た
て
る
よ
う
な
音
な
い
し
声
の

様
子
を
、
源
頼
朝
や
足
利
尊
氏
の
「
ち
か
ら
」
に
よ
る
統
治
と
重
ね

合
わ
せ
る
。

　

一
方
蕃
山
は
、「
か
つ
ら
」
の
謡
に
つ
い
て
は
や
や
異
な
っ
た
位

置
づ
け
を
し
て
い
る
。

う
た
ひ
の
か
つ
ら
と
い
ふ
ふ
し
、
和
な
れ
ど
も
宮
た
ゝ
ず
、
声

和
な
る
が
ゆ
へ
に
、
こ
と
ば
の
よ
き
は
、
う
た
ひ
て
人
の
心
も

な
ぐ
さ
む
様
な
り
。
初
め
は
祝
言
等
の
吟
ば
か
り
に
て
、
か
つ

ら
の
吟
は
後
に
出
来
た
る
な
る
べ
し
。
今
の
う
た
ひ
物
の
中
に

て
は
、
う
た
ひ
の
吟
は
ま
さ
れ
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五

五
～
二
五
六
）
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「
祝
言
」
や
「
修
羅
」
に
は
欠
如
し
て
い
た
「
和
」
で
あ
る
が
、

「
か
つ
ら
」
は
「
声
和
な
る
」
が
た
め
に
、「
う
た
ひ
」
の
吟
と
し
て

は
優
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
こ
で
の
「
和
」
は
、

力
ん
だ
よ
う
な
こ
わ
ば
っ
た
声
と
は
相
対
す
る
よ
う
な
、
や
わ
ら
か

い
音
な
い
し
は
息
づ
か
い
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
鬘

能
は
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
に
取
材
し
た
演
目
も
含

ま
れ
る
た
め
、「
和
」
は
公
家
文
化
に
通
じ
る
優
美
さ
と
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
か

つ
ら
」
は
、「
宮
の
位
商
に
う
つ
り
た
り
。
一
向
臣
に
ま
か
せ
た
れ

ば
和
す
る
勢
あ
り
。
故
に
か
つ
ら
の
ふ
し
は
和
な
り
。
し
か
れ
ど
も

宮
終
に
位
を
失
ひ
た
れ
ば
、
真
の
和
に
あ
ら
ず
」（『
雅
楽
解
』
全

集
二
、
二
五
九
）、
つ
ま
り
「
和
」
し
て
聞
こ
え
る
よ
う
で
あ
っ
て
も
、

成
立
が
下
り
、
宮
音
が
乱
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
「
真
の
和
」
に

は
な
り
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
宮
の
乱
れ
は
、「
宮
か
と
お

も
へ
ば
商
な
り
。
又
角
か
る
な
り
。
角
は
民
な
り
、
か
る
は
ち
い
さ

く
な
る
也
。
世
上
を
ご
れ
ば
民
に
と
る
事
つ
よ
し
。
故
に
角
の
か
る

は
、
民
の
困
窮
の
象
な
り
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
六
）
と
、「
小

哥
」
同
様
に
、「
民
」
の
困
窮
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
蕃
山
は
、
成
立
が
比
較
的
古
く
、
情
を
述
べ
る
手
段

と
し
て
は
許
容
さ
れ
た
「
平
家
」
や
「
う
た
ひ
」
が
「
正
楽
」
た
り

え
な
い
所
以
を
、
声
や
息
遣
い
に
「
和
」
に
通
じ
る
や
わ
ら
か
さ
や

優
美
さ
が
内
包
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
見
出
し
た
。
そ
の
よ
う
な

「
和
」
の
欠
如
は
「
君
」
の
不
安
定
さ
を
招
く
も
の
で
あ
り
、「
平

家
」
や
「
う
た
ひ
」
が
成
立
し
た
こ
ろ
の
政
治
を
象
徴
す
る
も
の
で

も
あ
っ
た
。
ま
た
一
見
す
る
と
「
和
」
し
て
聞
こ
え
る
よ
う
な
や
わ

ら
か
さ
、
優
美
さ
を
も
つ
音
楽
文
化
で
あ
っ
て
も
、「
ふ
り
」
に
お

い
て
君
位
が
保
た
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
は
真
の
「
和
」
で
は
な

い
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
蕃
山
に
お
い
て
、
真
の
「
和
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な

の
か
。
最
後
に
雅
楽
の
「
和
」
を
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
注
目
し
た
い

の
は
、
蕃
山
が
管
絃
の
合
奏
に
「
和
」
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

三
管
・
琵
琶
・
箏
、
す
り
ち
が
ひ
て
ゆ
く
所
あ
り
。
し
か
れ
ど

も
合
奏
し
て
は
和
す
。
皆
同
じ
や
う
に
て
は
国
家
の
事
行
は
れ

ず
。
異
に
し
て
和
す
る
を
大
同
と
云
。
同
く
し
て
和
す
る
は
小

人
の
道
な
り
（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
六
一
）

　

管
楽
器
と
絃
楽
器
は
、
別
々
の
動
き
を
し
て
い
て
も
合
奏
で
は
と

け
あ
っ
て
聞
こ
え
る
と
し
、
こ
れ
を
国
家
に
な
ぞ
ら
え
た
う
え
で
、

小
人
と
は
質
の
異
な
る
「
和
」
が
あ
る
と
す
る
。
そ
も
そ
も
彼
は

『
雅
楽
解
』
に
お
い
て
、
各
楽
器
の
は
た
ら
き
を
政
道
に
な
ぞ
ら
え

て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
笙
は
大
臣
の
象
な
り
。（
中
略
）
笛
篳
篥
は

手
こ
ま
や
か
な
れ
ど
も
、
笙
は
大
や
う
な
り
。
大
臣
察
に
過
る
は
あ

し
け
れ
ば
な
り
。
笛
篳
篥
は
諸
官
の
ご
と
し
。
こ
ま
や
か
な
ら
ざ
れ

ば
事
と
ゝ
の
ほ
ら
ず
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
六
二
）
な
ど
と
、
主
に
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和
音
を
奏
し
音
の
動
き
が
大
ま
か
な
笙
を
「
大
臣
」
に
、
旋
律
を
奏

す
る
笛
・
篳
篥
を
「
諸
官
」
に
相
当
さ
せ
る
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
鑑
み
て
も
、
蕃
山
に
お
い
て
管
絃
の
合
奏
は
、
国
家
に
お
い
て

異
な
る
役
割
を
果
た
す
者
を
調
和
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
有
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
箏
（
楽
箏
）
の
具
体
的
な
奏
法
に
た
い

す
る
蕃
山
の
理
解
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、「
す
が
か
き
」（
す
が
が
き
、

菅
搔
）
と
い
う
奏
法
に
「
和
」
を
見
出
す
。
こ
れ
は
今
日
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
奏
法
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
蕃
山
が
「
一
六
二
七

三
八
四
九
五
十
是
也
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
五
）
と
も
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
楽
譜
上
で
は
「
一
六
」「
二
七
」
な
ど
と
、
オ
ク
タ
ー

ブ
関
係
に
あ
る
二
つ
の
絃
名
が
示
さ
れ
、
実
際
に
は
「
一
六
」
で
あ

れ
ば
一
か
ら
六
ま
で
の
六
音
を
一
息
で
弾
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
す
が
か
き
」
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う

に
評
価
し
て
い
る
。

五
声
一
度
に
発
し
て
、
一
声
の
ご
と
く
な
る
は
、
五
倫
和
睦
の

象
な
り
。
一
糸
を
な
ら
せ
ば
、
声
す
み
、
六
糸
一
声
な
れ
ば
、

声
に
ご
る
が
ご
と
し
。
和
す
る
所
に
は
明
察
す
く
な
し
。
楽
は

同
を
な
す
の
本
旨
な
り
。
春
の
日
は
う
ち
か
す
み
て
う
ら
ゝ
か

に
、
月
は
お
ぼ
ろ
に
し
て
の
ど
や
か
な
り
。
日
月
音
楽
と
も
に

に
ご
る
に
あ
ら
ず
、
和
の
至
な
り
。
光
を
や
は
ら
げ
、
塵
に
同

き
の
象
な
り
。（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
五
）

　

菅
搔
の
六
音
は
、
五
声
で
い
う
と
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
・
宮
と

な
り
、
五
声
す
べ
て
の
音
が
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
響
き
と
し
て
聞

こ
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
彼
は
五
倫
和
睦
の
象
徴
と
し

た
う
え
で
、
春
の
日
や
月
の
お
ぼ
ろ
げ
な
様
子
な
ど
に
も
な
ぞ
ら
え

つ
つ
、「
和
の
至
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
き
に
見
て

き
た
よ
う
に
、『
雅
楽
解
』
に
お
い
て
五
声
は
そ
れ
ぞ
れ
君
・
臣
・

民
・
事
・
物
に
通
じ
て
い
た
。
つ
ま
り
五
声
が
ひ
と
つ
の
よ
う
に
聞

こ
え
る
と
い
う
「
す
が
か
き
」
の
「
和
」
も
、
や
は
り
異
な
る
役
割

を
も
つ
も
の
同
士
が
と
け
あ
う
よ
う
な
音
の
響
き
に
見
出
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
楽
箏
の
奏
法
に
お
い
て
は
、「
君
」
に
通
じ
る
要
素
が
あ
わ

せ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
菅
搔
の
後
の
「
小
爪
」
と
い
う
、

絃
を
一
本
の
み
は
っ
き
り
弾
く
奏
法
に
も
言
及
し
、「
一
糸
を
な
ら

す
は
秋
陽
の
ご
と
く
、
秋
月
の
ご
と
し
。
和
に
な
が
れ
ず
し
て
中
立

し
、
明
白
に
し
て
心
く
も
り
な
き
の
象
な
り
」（『
雅
楽
解
』
全

集
二
、
二
五
五
）
と
、
春
の
よ
う
な
「
す
が
か
き
」
の
「
和
」
と
対
置

さ
せ
、
明
瞭
な
音
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
蕃
山
が
琴
に
た
い
し
て

も
、「
微
」
で
は
な
く
且
つ
「
君
の
徳
」
に
通
じ
る
音
を
求
め
て
い

た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
楽
箏
に
は
「
宮
の
糸

に
左
手
の
色
な
き
も
の
は
、
宮
の
位
を
う
ご
か
さ
ず
。
君
を
尊
ぶ
の

義
な
り
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
五
）
と
、
宮
の
絃
に
押
手
は
な
く
、

「
小
哥
」
と
違
っ
て
「
君
を
尊
ぶ
義
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
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79　熊沢蕃山の音楽思想

る
。

　

蕃
山
が
「
正
楽
」
に
み
た
真
の
「
和
」
と
は
、
社
会
に
お
い
て
異

な
る
役
割
を
も
つ
も
の
同
士
が
と
け
あ
う
よ
う
な
響
き
で
あ
り
、
そ

れ
は
す
な
わ
ち
秩
序
を
も
っ
た
調
和
、
ま
さ
に
礼
楽
の
「
和
」
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

「
和
」
は
君
徳
と
併
存
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

且
つ
雅
楽
器
の
合
奏
や
、
自
身
が
実
践
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
楽
箏
が

な
す
響
き
に
こ
そ
内
包
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　
「
風
を
移
し
俗
を
易
る
は
、
楽
よ
り
善
き
は
な
し
」、
あ
る
い
は

「
声
音
の
道
は
政
に
通
ず
」

─
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
は
、
多
く
の
儒

者
が
説
い
た
文
句
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
熊
沢
蕃
山
は
こ
れ
を
、
あ
る

意
味
で
き
わ
め
て
厳
格
に
、
音
楽
の
実
態
に
即
し
た
か
た
ち
で
示
そ

う
と
し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
後
世
に
成
立
し
た
音
楽
文
化

と
雅
楽
と
を
比
較
す
る
に
あ
た
り
、
と
り
わ
け
旋
律
の
動
き
や
息
遣

い
、
音
の
響
き
な
ど
を
聴
き
分
け
た
う
え
で
、
前
者
の
そ
れ
に
は

「
和
」
の
欠
如
に
も
と
づ
く
君
徳
の
不
安
定
さ
、
お
よ
び
君
徳
の
不

安
定
さ
が
も
た
ら
す
乱
れ
た
社
会
が
み
て
と
れ
る
と
し
、
そ
の
様
相

を
そ
れ
ぞ
れ
が
成
立
し
た
政
治
や
風
俗
と
重
ね
合
わ
せ
た
。
一
方
で

後
者
、
す
な
わ
ち
日
本
の
雅
楽
の
各
楽
器
に
は
、
聖
人
神
明
の
徳
に

通
じ
る
「
古
の
楽
」
た
る
要
素
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
音

に
彼
は
理
想
的
な
社
会
秩
序
、
と
り
わ
け
異
な
る
役
割
を
も
つ
も
の

が
調
和
す
る
よ
う
な
真
の
「
和
」
を
み
て
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
蕃

山
に
お
い
て
「
楽
」
と
は
、
そ
れ
が
成
立
し
た
時
代
の
風
俗
や
政
治

が
そ
の
音
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
、
人
々
を
「
知
ら
ず
識
ら
ず
」
の
う
ち
に
教
化
で
き
る
「
楽
」

と
は
、
聖
人
の
時
代
に
通
じ
る
理
想
的
な
社
会
の
あ
り
よ
う

─
君

徳
に
も
と
づ
く
礼
楽
の
「
和
」

─
が
旋
律
の
動
き
や
音
の
響
き
に

反
映
さ
れ
た
、
雅
楽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
蕃
山
の
こ
の
よ
う
な
「
楽
」
の
思
想
は
、
京
都
に
お
け
る

公
家
と
の
交
流
で
得
ら
れ
た
、
日
本
の
唐
楽
へ
の
深
い
理
解
の
も
と

に
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
彼
は

「
古
の
楽
」
た
る
要
素
に
つ
い
て
も
、
唐
楽
の
実
態
に
即
し
た
か
た

ち
で
各
楽
器
の
音
に
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
蕃
山
が
「
楽
」
に
み
た
、

聖
人
に
通
じ
た
君
徳
が
も
た
ら
す
あ
る
べ
き
社
会
の
様
相
や
、
あ
る

い
は
礼
楽
思
想
に
も
と
づ
く
「
和
」
の
効
用
と
い
う
の
は
、
日
本
の

雅
楽
に
お
け
る
管
絃
の
合
奏
を
体
験
し
、
あ
る
い
は
堂
上
家
と
も
か

か
わ
り
の
深
い
楽
箏
な
ど
を
演
奏
す
る
、
な
い
し
は
そ
れ
ら
の
音
を

実
際
に
聴
か
な
け
れ
ば
学
び
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

近
世
前
期
の
熊
沢
蕃
山
に
お
け
る
「
楽
」
の
思
想
は
、
古
代
聖
人
の

徳
を
拠
り
所
と
し
つ
つ
、
公
家
文
化
と
し
て
の
日
本
の
雅
楽
に
た
い

す
る
実
践
的
・
経
験
的
理
解
を
呼
び
込
む
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
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る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
の
は
、
熊
沢
蕃
山
の
「
楽
」
や
雅
楽
に
た
い
す

る
思
想
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
冒
頭
で
述
べ
た
荻
生
徂
徠
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

き
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
依
然
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
ま
ま
で

あ
る
。
し
か
し
蕃
山
に
お
け
る
「
楽
」
の
思
想
が
、
京
都
の
雅
楽
文

化
に
た
い
す
る
実
践
的
理
解
に
も
と
づ
い
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
は
、

同
じ
く
「
古
楽
」
が
日
本
の
雅
楽
に
遺
存
す
る
と
考
え
つ
つ
も
、
主

な
拠
点
は
江
戸
で
あ
っ
た
徂
徠
と
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
、
軽

視
す
べ
き
で
な
い
論
点
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
思
想
に
つ
い

て
、
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
実
際
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
雅
楽
文
化

と
の
か
か
わ
り
方
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
、
近
世
前
期
か
ら
中
期
に

か
け
て
の
音
楽
思
想
の
展
開
を
追
う
う
え
で
も
必
要
な
営
為
だ
と
思

う
の
で
あ
る
。

＊
熊
沢
蕃
山
の
著
作
の
引
用
は
、
す
べ
て
名
著
出
版
の
『
増
訂
蕃
山
全

集
』
に
拠
る
。
引
用
箇
所
は
、
書
名
、
冊
数
、
頁
数
の
順
で
示
し
た
。

な
お
史
料
の
引
用
に
際
し
て
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
、
合
字
類
は

現
行
の
表
記
に
改
め
た
。

��

注
（
1
）�

吉
川
良
和
「
物
部
茂
卿
琴
学
初
探
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
九
二
号
、
一
九
八
三
年
）
の
ほ
か
、
山
寺
美
紀
子
氏
に
よ
る
一

連
の
研
究
、
た
と
え
ば
『
国
宝
『
碣
石
調
幽
蘭
第
五
』
の
研
究
』

（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
多
数
。

（
2
）�

印
藤
和
寛
「
荻
生
徂
徠
の
佚
書
『
大
楽
発
揮
』
復
原
の
た
め
に

─
徳
川
吉
宗
に
よ
る
古
楽
復
興
の
試
み
と
徂
徠
の
音
楽
思
想
」

（『
大
阪
青
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
六
号
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
3
）�

暢
素
梅
「
蘐
園
学
派
と
音
楽
」（『
日
本
思
想
史
学
』
三
七

号
、
二
〇
〇
五
年
）、
小
島
康
敬
「
荻
生
徂
徠
一
門
の
音
楽
嗜
好
と

そ
の
礼
楽
観
」（
小
島
康
敬
編
『「
礼
楽
」
文
化

─
東
ア
ジ
ア
の
教

養
』
所
収
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
）、
陳
貞
竹
「
荻
生
徂
徠

の
詩
書
礼
楽
論

─
そ
の
理
論
の
成
立
と
実
践
を
め
ぐ
っ
て
」（
広

島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

（
（
）�

小
島
康
敬
「
荻
生
徂
徠
の
残
響

─
太
宰
春
台
・
堀
景
山
・
水

谷
博
泉
・
乳
井
貢
・
山
県
大
弐
・
帆
足
万
里
の
「
楽
」
言
説
を
巡
っ

て
」、
山
寺
美
紀
子
「
荻
生
徂
徠
の
『
楽
律
考
』『
楽
制
篇
』
並
び
に

そ
の
楽
律
論
の
継
承
と
影
響
（
そ
の
一
、
荻
生
北
渓
）」（
と
も
に
武

内
恵
美
子
編
『
近
世
日
本
と
楽
の
諸
相
』
所
収
、
京
都
市
立
芸
術
大

学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
。

（
5
）�

遠
藤
徹
「
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
号
、
二
〇
一
四
年
）

お
よ
び
同
氏
の
一
連
の
研
究
、
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
）
お
よ
び
同
氏
の
一
連
の
研
究
な
ど
。

日本思想史学53-論文1 中川優子氏　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



81　熊沢蕃山の音楽思想

（
（
）�

宮
崎
道
生
『
熊
沢
蕃
山

─
人
物
・
事
績
・
思
想
』（
新
人
物

往
来
社
、
一
九
九
五
年
）
一
二
四
～
一
三
二
頁
。

（
（
）�
大
川
真
『
近
世
王
権
論
と
「
正
名
」
の
転
回
史
』（
御
茶
の
水

書
房
、
二
〇
一
二
年
）
一
〇
七
～
一
一
五
頁
。

（
（
）�

同
前
、
一
一
二
～
一
一
三
頁
。

（
（
）�

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
）
三
七
頁
。

（
10
）�

武
内
恵
美
子
「
熊
沢
蕃
山
の
楽
思
想
と
一
八
世
紀
へ
の
影
響
」

（
笠
谷
和
比
古
編
『
一
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
所
収
）
二
八
五
頁
。

（
11
）�

同
前
、
二
九
二
頁
。

（
12
）�

同
前
、
二
九
三
頁
。

（
13
）�

宮
崎
氏
前
掲
書
、
一
三
三
頁
。

（
1（
）�

巨
勢
直
幹
『
熊
沢
先
生
行
状
』、
草
加
定
環
『
熊
沢
先
生
行
状
』、

秋
山
弘
道
『
慕
賢
録
』（
す
べ
て
『
増
訂
蕃
山
全
集
』
第
六
冊
所
収
）。

（
15
）�

と
り
わ
け
箏
に
つ
い
て
は
、『
孝
経
外
伝
或
問
』
な
ど
に
も
い

く
ぶ
ん
詳
細
な
記
述
が
見
え
る
。

（
1（
）�

武
内
氏
前
掲
書
、
二
九
〇
頁
。

（
1（
）�

宮
崎
氏
前
掲
書
、
一
〇
四
頁
。

（
1（
）�

た
だ
し
『
三
輪
物
語
』
な
ど
に
お
い
て
は
、
琵
琶
が
女
媧
の
作

で
あ
る
と
い
う
説
に
つ
い
て
、「
秦
の
悪
政
に
の
が
れ
た
る
人
々
、

古
書
多
く
日
本
に
持
来
れ
り
。
其
書
を
見
て
日
本
の
楽
書
に
は
書
と

め
侍
る
也
」（『
三
輪
物
語
』
全
集
五
、
二
五
一
）
と
も
述
べ
て
お
り
、

琵
琶
に
つ
い
て
は
日
本
の
楽
書
（
豊
原
統
秋
撰
『
體
源
抄
』
な
ど
）

に
み
え
る
記
述
を
拠
り
所
に
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
1（
）�

こ
の
根
拠
は
『
雅
楽
解
』
で
は
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
少
な
く
と

も
今
日
で
は
琵
琶
や
箏
が
な
け
れ
ば
唱
歌
が
歌
え
な
い
と
い
う
こ
と

は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
絃
楽
器
が
な
け
れ
ば
音
程
が
は
っ
き
り
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
20
）�

も
っ
と
も
こ
の
背
景
に
は
、「
平
家
の
音
は
乱
世
の
音
に
似
た

り
、
か
つ
ら
の
音
は
亡
国
の
音
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
は
作

り
た
る
時
代
の
声
な
り
。
又
後
世
其
音
に
か
な
ふ
時
も
あ
る
べ
し
」

（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
六
）
な
ど
と
、
時
代
に
適
し
た
音
楽
が

あ
る
と
す
る
態
度
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

（
21
）�

「
箏
に
は
ふ
り
と
云
事
あ
り
。
書
に
も
記
す
事
あ
た
は
ず
、
口

伝
に
も
な
ら
ず
、
た
ゞ
よ
き
人
の
所
作
を
見
て
知
、
聞
て
知
者
也
」

（『
孝
経
外
伝
或
問
』
全
集
三
、
一
四
三
）。

（
22
）�

日
本
の
雅
楽
で
は
前
者
を
呂
、
後
者
を
律
と
呼
ぶ
。
な
お
『
雅

楽
解
』
に
は
こ
の
呂
律
の
別
や
、
音
律
（
十
二
律
）
な
ど
に
た
い
す

る
蕃
山
の
解
釈
も
窺
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
中
国
と
日
本
の

雅
楽
理
論
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
視
座
に
も

と
づ
く
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
23
）�

『
礼
記�

中
』（
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
）

五
五
八
～
五
五
九
頁
。

（
2（
）�
な
お
こ
の
「
ま
ひ
」
に
か
ん
す
る
蕃
山
の
議
論
に
お
い
て
は
、

「
宮
を
た
て
ざ
れ
ば
う
た
は
れ
ず
。
こ
の
故
に
を
も
か
げ
ば
か
り
も
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宮
は
あ
り
。
戦
国
に
も
禁
中
あ
り
て
、
官
位
を
ば
申
請
ら
れ
た
り
。

政
令
出
ざ
れ
ど
も
、
君
の
位
ば
か
り
は
あ
り
し
な
り
。
う
た
ひ
物
の

ふ
り
も
か
く
の
ご
と
し
」（『
雅
楽
解
』
全
集
二
、
二
五
九
～
二
六

〇
）
と
、
た
と
え
不
安
定
で
あ
っ
て
も
「
宮
」
は
存
在
し
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
、
朝
廷
の
存
在
と
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
態
度
も
窺
え

る
。
ま
た
、
後
述
す
る
「
平
家
」
な
ど
に
お
け
る
「
宮
」
の
解
釈
か

ら
は
、
そ
れ
が
成
立
し
た
当
時
の
武
家
に
よ
る
統
治
を
批
判
す
る
よ

う
な
蕃
山
の
態
度
も
垣
間
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く

と
も
筆
者
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
言
説
は
、
蕃
山
が
「
君
」
や
統
治
の

在
り
方
に
つ
い
て
厳
密
な
議
論
を
し
て
い
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

彼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
文
化
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
に
み

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
蕃
山
が
日
本
に
お
け
る
統
治
の
在
り
方
に
つ

い
て
何
を
求
め
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
、
本
稿
は
立
ち
入
ら
な

い
。

（
25
）�

こ
の
「
つ
く
し
箏
」
は
筑
紫
流
筝
曲
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
俗

箏
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
2（
）�

馬
淵
氏
は
『
雅
楽
解
』
に
お
け
る
「
小
哥
」
の
五
声
に
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
「
都
節
音
階
」
や
「
陰
旋
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、

近
世
邦
楽
を
特
徴
づ
け
る
音
階
と
も
関
連
づ
け
な
が
ら
分
析
し
て
い

る
。
詳
し
く
は
馬
淵
氏
前
掲
書
、
七
三
～
七
五
頁
を
参
照
。

（
2（
）�

『
礼
記
』
楽
記
に
、「
大
楽
与
天
地
同
和
、
大
礼
与
天
地
同
節
」

（『
礼
記�

中
』
前
掲
書
、
五
六
五
頁
）、「
楽
者
、
天
地
之
和
也
、
礼

者
、
天
地
之
序
也
」（
同
前
、
五
六
六
頁
）
な
ど
と
あ
る
。

（
2（
）�

「
天
高
地
下
、
万
物
散
殊
、
而
礼
制
行
矣
。
流
而
不
息
、
合
同

而
化
、
而
楽
興
焉
」（『
礼
記�

中
』
前
掲
書
、
五
六
八
頁
）、「
天
地

合
、
陰
陽
相
得
、
煦
嫗
覆
育
万
物
」（
同
前
、
五
八
三
頁
）
な
ど
。

＊
本
論
文
は
、JSPS

科
研
費
（JP20J22012

）
に
よ
る
助
成
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。

�

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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