
世
阿
弥
の
音
楽
概
念
に
関
す
る
試
論

|
|
「
調
子
」
を
め
ぐ
っ
て
|

乙
の
小
論
で
問
題
に
す
る
箇
所
は
、
『
風
姿
花
伝
』
「
第
一
年
来
稽

古
」
の
中
の
「
十
七
八
よ
り
」
の
部
分
、
「
そ
う
じ
て
、
謂
子
は
戸
〔
に

よ
る
〕
と
い
へ
ど
も
、
黄
鐘
・
盤
渉
を
以
て
用
ふ
べ
し
己
(
十
六
頁
)

の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
中
の
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
と
は
、
紛
れ
も
な
く
申

国
よ
り
伝
来
の
音
楽
用
語
で
あ
り
、
中
国
で
は
そ
れ
相
応
の
概
念
を
伴

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
世
阿
弥
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
こ
れ
ら
の
語
を

用
い
て
乙
の
文
を
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

岩
波
日
本
思
想
体
系
本
の
表
章
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
黄
鐘
・
盤
渉
」

と
は
、
「
と
も
に
十
二
律
・
六
調
子
の
一
。
十
二
律
の
黄
鐘
は
洋
楽
の

A
音
、
盤
渉
は
B
音
に
相
当
し
、
そ
れ
ら
を
主
音
と
す
る
調
子
が
黄
鐘

調
・
盤
渉
調
ほ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
安
易
な
西
洋
音
楽
的
解
説

は
、
世
阿
弥
の
テ
ク
ス
ト
を
、
同
じ
日
本
語
だ
と
い
う
理
由
で
、
我
々

の
時
代
へ
引
き
付
け
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
乙
乙
で

は
、
当
時
の
文
脈
の
も
つ
意
味
の
広
が
り
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。

椎

車市

名

~ 
売

従
来
の
説

乙
乙
で
い
う
「
調
子
」
と
は
一
殻
に
何
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
乙
の
箇
所
の
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
の
表

訳
を
参
照
し
て
み
る
と
、
「
大
体
、
ど
の
調
子
で
歌
う
か
は
本
人
の
声

の
質
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
黄
鐘
調
や
盤
渉
調
を
用
い
る
の
が
無

難
で
あ
ろ
う
u
と
な
っ
て
お
り
、
「
調
子
」
と
い
う
大
き
な
概
念
の
中

に
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
と
い
う
(
下
位
分
類
と
し
て
の
)
「
調
」
が
含
ま

れ
る
、
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
表
氏

自
身
乙
乙
で
混
乱
を
き
た
し
て
い
て
、
乙
の
小
学
館
本
の
「
黄
鐘
・
盤
渉
」

の
頭
注
に
は
、
「
と
も
に
雅
楽
の
十
二
律
・
六
調
子
の
一
。
十
二
律
の

黄
鏡
、
盤
渉
は
洋
楽
ハ
調
の
ラ
と
シ
に
相
当
し
、
そ
れ
ら
を
主
音
と
す

る
調
子
が
黄
鐘
・
盤
渉
調
。
乙
乙
は
律
(
調
子
と
も
言
う
〉
か
調
か
不

明
u
と
し
て
い
る
。
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乙
乙
で
は
っ
き
り
と
「
調
子
」
に
は
三
つ
の
も
の
が
(
少
な
く
と
も



い
い
衣
氏
の
頭
の
中
に
は
)
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
つ
は
「
洋
楽
」
に

お
け
る
概
念
、
二
つ
目
は
雅
楽
に
お
け
る
「
律
」
あ
る
い
は
「
調
」
、

そ
し
て
最
後
に
世
阿
弥
の
用
い
て
い
る
「
調
子
」
、
で
あ
る
。

「
洋
楽
」
に
お
け
る
「
調
子
」
に
関
し
て
は
「
調
性
」
と
同
義
の
も

の
と
考
え
れ
ば
問
題
が
な
い
が
、
雅
楽
の
「
樟
」
あ
る
い
は
「
調
」
と

同
じ
も
の
と
さ
れ
る
「
調
子
」
に
つ
い
て
は
ど
う
い
う
も
の
か
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

雅
楽
の
「
調
子
」

表
氏
に
よ
れ
ば
、
雅
楽
の
理
論
の
中
に
「
十
二
律
・
六
調
子
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
、
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
音
を
さ
す
も

の
と
考
え
ら
れ
、
「
十
二
律
」
の
中
に
属
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
て

こ
乙
で
、
「
十
二
律
・
六
調
子
」
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。

雅
楽
に
お
け
る
「
十
二
律
」
と
は
、
音
名
の
こ
と
で
、
絶
対
音
高
を

一
広
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
壱
越
・
断
金
て
平
調
・
勝
絶
・

下
無
・
双
調
@
鬼
鐘
・
黄
鐘
・
驚
鏡
・
盤
渉
・
神
仙
・
上
無
、
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
西
洋
音
名
で
示
す
と
、
U
-
U
U
(
問
団
)
・
回
・
『
・
出
回
(
。
由
国
)
・

0
Z
(
〉
日
)
・
〉
・
〉
昨
日
(
切
)
・
E
・o
-
Q白
(
ロ
冊
目
)
と
な
る
よ
う
だ
。
確
か
に

こ
れ
に
よ
れ
ば
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
は
、
西
洋
音
名
の

A
と
H
に
あ
た
る
。

し
か
し
、
で
は
「
六
調
子
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
な
ぜ
表
氏
は
こ
の
言

葉
を
付
け
加
え
た
の
か
。

雅
楽
の
「
六
調
子
」
と
は
六
つ
の
「
調
子
」
の
名
前
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
、
壱
越
調
・
平
調
・
双
調
・
黄
鐘
調
・
盤
渉
調
・
太
食
調
、
と
な

る
。
確
か
に
黄
鐘
調
・
盤
渉
調
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
音
で
あ
る
「
宮
」
に

十
二
律
の
音
名
中
の
黄
鐘
・
盤
渉
の
音
を
持
っ
て
い
る
。
表
氏
は
、
乙

の
「
調
子
」
名
を
「
調
」
を
抜
か
し
て
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、
「
黄
鐘
・
盤

渉
」
と
た
だ
言
っ
た
場
合
「
調
子
」
名
を
さ
す
乙
と
も
あ
る
乙
と
を
考

え
た
に
違
い
な
い
。

整
理
し
よ
う
。
雅
楽
に
お
い
て
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
と
言
っ
た
場
合
、

「
律
(
音
名
)
」
と
「
調
子
(
調
)
」
の
両
方
の
場
合
が
あ
る
。
乙
乙

で
混
乱
を
招
く
こ
と
は
、
音
名
は
「
律
」
と
呼
ば
れ
る
乙
と
も
あ
る
し

「
調
子
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
乙
と
で
、
音
名
を
指
し
て
言
っ
て

い
る
の
に
「
調
子
(
調
)
」
を
指
し
て
い
る
と
と
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
に
雅
楽
の
場
合

は
、
音
名
(
「
律
」
)
と
「
調
子
」
に
関
し
て
、
名
前
は
同
じ
だ
が
(
例
え
ば

「
黄
鐘
」
)
一
つ
の
音
と
そ
れ
を
主
音
と
す
る
一
つ
の
調
と
い
う
違
い

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以
上
の
違
い
が
あ
る
点
だ
。
普
通
「
調
子
」
と

一
言
っ
た
場
合
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
に
お
け
る
概
念
に
親
し
ん
で
い

る
も
の
は
ご
く
単
純
に
、
例
え
ば
ハ
長
調
と
か
イ
短
調
と
か
の
、
あ
る

主
音
に
基
づ
く
1
オ
ク
タ
I
ヴ
の
聞
の
音
の
配
列
の
仕
方
を
思
い
浮
か

べ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
か
ら
い
け
ば
、
例
え
ば
「
黄
鐘

調
」
と
い
っ
た
場
合
、
黄
鐙
は
A
音
を
表
わ
す
か
ら
そ
の
音
を
主
音
と



す
る
1
オ
ク
タ
l

ヴ
聞
の
音
の
配
列
(
実
際
、
雅
楽
に
用
い
ら
れ
る
音

程
は
調
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
は
っ
き
り
と
〉

-
E
・
o
・
0
・
回
・
呂
田
・

0・
kp
と
い
う
配
列
が
得
ら
れ
る
)
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。

し
か
し
実
際
に
は
雅
楽
の
「
六
調
子
」
で
六
つ
の
調
子
を
区
別
す
る

の
は
、
そ
の
よ
う
に
主
音
(
宮
)
と
1
オ
ク
タ
l
ヴ
聞
の
音
の
配
列

の
仕
方
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
西
洋
近
代
風
な
分
類
の
仕
方
を
す

る
な
ら
ば
、
平
調
と
太
食
調
は
と
も
に
平
調

(
E
)
を
主
音
と
す
る
か

ら
区
別
が
難
し
い
乙
と
に
な
る
(
音
階
を
「
律
」
一
と
「
呂
」
に
分
け
て

区
別
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
実
践
的
に
あ
る
フ
レ
ー
ズ
を
取
り
出
し
て

区
別
す
る
の
に
は
そ
れ
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
だ
ろ
う
)
。
乙
の

二
つ
の
調
子
は
「
め
ぐ
り
」
と
呼
ば
れ
る
、
「
あ
る
特
殊
な
旋
律
型
を

も
含
む
、
音
か
ら
音
へ
の
進
み
具
合
〈
そ
の
傾
向
ゃ
く
せ
な
ど
ロ

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
「
め
ぐ
り
」
は
各
調
に
備
わ

っ
て
お
り
、
六
つ
の
「
調
子
」
は
そ
れ
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
(
詳
細
は
注
の
増
本
氏
の
論
を
参
照
)
。
雅
楽
に
お
け
る
「
調
子
」
と
は
、

「
調
子
」
と
い
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
音

階
を
た
だ
主
音
の
違
い
に
よ
っ
て
分
類
し
た
だ
け
の
(
西
洋
近
代
的
な
)

概
念
と
は
異
な
り
、
六
つ
の
種
類
の
異
な
っ
た
音
の
動
き
方
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
雅
楽
の
「
調
子
」
概
念
に
は
、
そ
う
し
た
音
の
動
き
方
と
い

っ
た
現
象
的
な
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
子
が
持
っ
て
い
る
効

果
や
雰
囲
気
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
「
観
念
的
」
な
面
の
規
定
を
も
伴
つ

て
い
る
よ
う
だ
。
永
正
九
(
一
五
九
二
)
年
に
書
か
れ
た
雅
楽
の
理
論
，

垂
直
『
体
源
抄
』
巻
第
一
は
「
調
子
の
姿
の
事
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
調
子
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
発
想
に
よ
っ
て
演
奏
す
べ
き

か
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
定
は
、
増
本
氏
に
よ
れ
ば
、
音
楽
を

四
季
の
風
物
や
自
然
現
象
に
な
ぞ
ら
え
た
や
や
恋
意
的
と
も
と
ら
れ
る

も
の
の
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
雅
楽
に
お
け
る
「
調
子
」
が
西
洋

近
代
的
な
整
然
と
し
た
体
系
概
念
で
は
な
く
、
か
な
り
不
透
明
な
深
み

を
持
っ
た
概
念
で
あ
る
乙
と
を
考
え
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
、
非
常
に

重
要
で
あ
る
乙
と
に
思
え
る
。

声
明
に
お
け
る
「
調
子
」
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我
々
は
こ
う
し
て
次
に
、
初
め
に
挙
げ
た
「
年
来
稽
古
」
の
中
に
見

ら
れ
る
世
阿
弥
自
身
の
「
調
子
」
概
念
の
内
容
を
探
ろ
う
と
思
う
の
だ

が
、
乙
れ
が
西
洋
近
代
音
楽
に
お
け
る
「
調
性
」
と
は
絶
対
に
重
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
乙
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
雅
楽
の
「
調
子
」
と
ま

っ
た
く
閉
じ
も
の
と
も
思
え
な
い
。
実
際
、
理
論
に
お
い
て
も
実
践
に

お
い
て
も
、
雅
楽
と
能
の
聞
に
は
声
明
の
存
在
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

世
阿
弥
は
『
花
鏡
』
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
調
子
」
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
(
八
七
頁
)
が
、
そ
乙
に
言
及
さ
れ
て
い
る
「
調
子
」
が
、

雅
楽
の
「
六
調
子
」
よ
り
太
食
調
を
除
い
て
「
五
調
子
」
と
し
て
い
る

点
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
不
足
す
る
調
子
を
補
う
た
め
に
下
無
(
無



調
)
を
入
れ
て
い
る
点
で
、
雅
楽
と
い
う
よ
り
も
声
明
の
理
論
と
一
致

し
て
い
る
。
天
台
声
明
で
用
い
る
調
子
は
、
壱
越
調
・
平
調
・
下
無
調
・

双
調
・
黄
鐘
調
・
盤
渉
調
の
六
調
子
、
真
言
声
明
で
は
、
下
無
を
除
く

五
調
子
で
あ
る
。
た
だ
し
、
声
明
で
は
は
っ
き
り
し
た
音
高
を
持
つ
よ

う
な
旋
律
楽
器
を
伴
奏
に
用
い
な
い
た
め
に
、
理
論
通
り
の
絶
対
音
高

が
実
践
で
歌
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
確
か
で
は
な
い
。

す
る
と
、
声
明
で
も
雅
楽
と
同
じ
様
に
「
調
子
」
と
は
静
態
的
な
諸

々
の
音
高
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
音
の
動
き
と
か
さ
ら
に
は
あ
る
種

の
気
分
や
発
想
を
お
も
に
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
実

際
、
例
え
ば
真
言
声
明
に
お
け
る
「
調
子
」
に
よ
る
分
類
は
、
ま
ず
日

曲
・
律
曲
・
中
曲
・
反
音
曲
と
い
う
特
有
の
四
つ
の
区
分
に
よ
っ
て
な

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
雅
楽
の
「
調
子
」
が
対
応
す
る
。
例
え
ば
、
呂

曲
に
は
壱
越
調
、
律
曲
に
は
盤
渉
調
、
中
曲
に
は
黄
鐘
調
、
反
音
曲
に

は
壱
越
調
と
平
調
が
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
分
類
は
、
音
高
に

よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
事
実
、
音
の
動
き
方
に
よ
る
も
の
で
、
呂
曲
は

あ
ま
り
動
き
の
な
い
『
如
来
唄
』
な
ど
、
律
曲
は
い
わ
ゆ
る
「
民
謡
風
」

の
音
階
に
基
づ
き
、
中
曲
は
律
曲
と
同
じ
音
構
造
で
動
き
方
が
違
う
も

の
(
例
え
ば
『
教
化
』
)
、
反
音
曲
は
「
転
調
」
を
途
中
に
含
ん
で
い

(2) 

る
。

声
明
と
能
|
「
呂
」
と
「
律
」
の
問
題

声
明
で
は
、
「
調
子
」
が
持
つ
気
分
や
発
想
と
い
う
と
乙
ろ
ま
で
は

分
か
ら
な
い
が
、
表
氏
に
よ
れ
ば
、
世
阿
弥
の
『
花
鏡
』
に
見
ら
れ
る

「
調
子
」
に
関
す
る
説
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
、
鎌
倉

時
代
の
韻
学
書
『
五
韻
反
音
抄
』
の
「
調
子
」
論
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ

る
。
表
氏
に
よ
っ
て
引
用
し
よ
う
(
四
四
三
頁
)
。
「
六
調
子
分
成
呂

律
二
。
自
声
喜
声
也
、
律
声
悲
ノ
声
也
。
双
調
・
黄
鐘
調
・
一
越
調
、

呂
声
。
平
調
・
盤
渉
調
、
律
声
世
。
次
、
無
調
ト
ハ
呂
律
二
音
ヨ
リ
出

戸
車
『
花
鏡
』
の
記
述
は
『
五
韻
反
音
抄
』
に
と
て
も
よ
く
似
て
い

る
が
、
「
呂
・
律
」
の
分
類
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
双

調
・
黄
鐘
・
一
越
調
、
是
三
律
。
平
調
・
盤
渉
、
是
二
呂
。
無
調
は
、

律
呂
両
声
よ
り
出
で
た
る
用
の
声
な
り
凶
(
八
七
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
。

『
花
鏡
』
の
そ
の
す
ぐ
あ
と
の
部
分
で
、
世
阿
弥
は
、
「
時
の
調
子

と
者
、
四
季
に
分
か
ち
、
ま
た
、
夜
・
昼
十
二
時
に
、
を
の
を
の
、
双
・

黄
・
一
越
・
平
・
盤
の
、
そ
の
時
々
に
あ
た
れ
り
。
文
一
去
、
時
の
調
子

と
は
、
天
人
の
舞
歌
の
時
節
、
天
の
調
感
愛
に
移
り
て
通
ず
る
折
を
、

時
の
調
子
と
は
申
な
り
、
と
一
玄
々
己
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
言

い
方
は
、
雅
楽
・
声
明
か
ら
「
調
子
」
理
論
を
受
け
継
い
だ
際
に
、
そ

の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
う
ち
、
雅
楽
か
ら
は
(
雅
楽
の
音
の
動
き
が
入

っ
て
来
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
)
雰
囲
気
と
か
発
想
な
ど
を
、
声

明
か
ら
は
音
の
動
き
方
と
雰
囲
気
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
て
い

る
よ
う
に
恩
わ
せ
る
。

し
か
し
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
は
声
明
の
「
調
子
」
の
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分
類
の
「
自
・
律
」
を
逆
に
解
釈
し
て
い
る
。
世
阿
弥
に
と
っ
て
、
「
調

子
」
と
「
律
・
呂
」
の
分
類
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
乙
乙
で
、
世
阿
弥
の
言
う
「
律
・
呂
」
と
は
何
か
を

調
べ
て
お
乙
う
。

世
阿
弥
に
お
け
る
「
律
呂
」

ま
ず
『
音
曲
口
伝
』
に
「
一
、
音
曲
に
、
祝
言
・
ば
う
を
く
の
声
の

分
目
を
知
る
事
。
こ
れ
は
、
呂
・
律
二
よ
り
出
た
り
。
呂
と
い
ふ
は
、

喜
ぶ
声
、
出
る
息
の
声
な
り
。
律
と
云
は
、
〔
悲
し
む
〕
声
、
入
る
息

と
云
り
。
先
、
根
本
を
心
得
べ
き
様
、
か
く
の
ご
と
し
は
(
七
六
頁
)

と
あ
る
。
し
か
し
、
乙
れ
に
似
た
説
明
が
『
花
鏡
』
の
「
音
習
道
之
事
」

の
注
記
に
「
律
ハ
男
鳳
声
、
陽
。
呂
ハ
女
鳳
声
、
陰
。
律
ハ
上
ヨ
リ
下

ル
声
、
入
息
。
呂
ハ
下
ヨ
リ
上
ル
声
、
出
患
。
律
ハ
機
ヨ
リ
出
声
、
呂

ハ
息
ヨ
リ
出
声
。
律
ハ
無
、
自
ハ
有
。
然
者
、
律
ハ
主
、
呂
ハ
横
ナ
ル

ベ
キ
欺
パ
一
(
一

O
五
頁
)
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
『
音
曲
口
伝
』

の
「
呂
は
喜
ぶ
声
・
悲
し
む
声
」
と
「
陰
陽
」
の
分
類
が
矛
盾
す
る
よ

う
に
見
え
る
。
表
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
は
『
申
楽
談
儀
』
の
「
別

本
間
書
」
の
一
節
、
「
律
は
天
、
呂
は
地
な
り
。
さ
れ
ば
と
そ
、
律
呂

と
文
字
を
ば
番
う
也
。
し
か
れ
ど
も
、
今
現
在
の
人
間
、
地
な
れ
ば
、

呂
の
声
に
て
祝
言
を
ば
言
う
べ
き
也
。
律
を
ば
悲
し
み
の
声
と
云
べ
き

欺
。
根
本
、
天
が
本
な
れ
ば
、
律
を
悦
び
の
声
と
は
申
ベ
し
は
(
三
一

二
頁
)
に
お
い
て
、
「
天
」
と
「
地
」
と
い
う
そ
の
声
の
発
せ
ら
れ
る

場
所
の
区
別
の
設
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
呂
」
と
「
律
」
の
二
種
類
の
声
を
備
え
た

も
の
が
理
想
で
あ
る
と
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
『
風
曲
集
』
に
、
「
音
声
に
、
横
・
主
の
二
あ
り
。
呂
律
に
取
ら

ば
、
横
は
呂
、
主
は
律
な
る
べ
き
ゃ
ら
ん
。
(
中
略
〉
人
々
生
得
の
音

声
に
、
横
な
る
も
あ
り
、
主
な
る
も
あ
り
。
横
・
主
足
り
た
る
を
ば
相

音
と
云
。
固
定
、
吉
声
な
り
日
(
一
四
六
頁
)
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

我
々
は
、
今
乙
こ
で
は
、
議
論
の
多
い
「
主
の
声
・
横
の
声
」
あ
る

い
は
「
祝
言
の
声
・
ば
う
を
く
の
声
」
の
問
題
に
は
足
を
踏
み
入
れ
よ

う
と
は
恩
わ
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
は
、
世
阿
弥
に
よ
る
「
律
・
呂
」

の
区
別
が
音
階
や
音
の
動
き
と
い
っ
た
現
象
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い

う
乙
と
、
そ
し
て
こ
の
「
律
・
呂
」
の
声
を
共
に
具
現
し
た
も
の
が
「
相

音
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
理
想
的
な
声
で
あ
る
こ
と
、
以
上
が
確
認
で

き
た
こ
と
で
充
分
だ
と
思
わ
れ
る
。
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世
阿
弥
の
「
調
子
」

さ
て
、
先
程
の
、
雅
楽
・
声
明
・
世
阿
弥
に
よ
る
諸
「
調
子
」
の
「
律
・

呂
」
に
よ
る
区
別
を
表
に
し
て
み
よ
う
。
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世
阿
弥
に
お
い
て
、
「
呂
・
律
」
の
調
子
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
は
い

っ
て
も
、
先
程
の
『
音
曲
口
伝
』
と
『
花
鏡
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
も

し
か
し
た
ら
世
阿
弥
自
身
も
そ
の
点
に
つ
い
て
は
迷
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ず
(
表
は
『
花
鏡
』
に
よ
っ
て
い
る
)
、
表
氏
の
よ
う
に
一
概
に

間
違
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
乙
乙
で
考
え
た
い
の
は
、
最
初
か
ら
問
題
と
し
て

き
た
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
の
位
置
で
あ
る
。

表
を
見
る
と
、
雅
楽
に
お
い
て
共
に
「
律
」
に
分
類
さ
れ
て
い
ぶ
「
黄

鐘
・
盤
渉
」
が
、
声
明
と
世
阿
弥
に
お
い
て
は
「
呂
・
律
」
に
分
け
ら

れ
て
い
る
(
声
明
と
世
阿
弥
で
は
逆
だ
が
)
。
す
な
わ
ち
、
世
阿
弥
の

「
呂
律
」
の
理
論
か
ら
言
え
ば
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
の
声
で
歌
う
乙
と
が

で
き
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
の
調
子
も
あ
る
訳
だ
が
、
一
応
基
本

的
に
「
相
音
」
、
理
想
的
な
声
の
出
し
方
を
お
お
う
乙
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
直
接
語
の
持
つ
意
味
と
は
か
か
わ
り
は
な
い
が
、
「
黄
鐘
・

盤
渉
」
の
読
み
方
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
オ
l
シ
キ
・
パ
ン
シ
キ
」

の
対
は
語
呂
が
よ
く
、
覚
え
や
す
く
、
用
い
や
す
い
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
(
ど
ち
ら
の
読
み
方
も
、
中
国
か
ら
言
葉
を
輸
入
し
た
際
の
本

来
の
読
み
方
と
は
違
っ
た
、
ま
っ
た
く
日
本
的
な
も
の
で
あ
る
)
。

読
み
方
の
点
か
ら
い
け
ば
、
「
平
調
・
双
調
」
も
対
に
な
っ
て
い
る

が
、
「
年
来
稽
古
」
の
問
題
の
箇
所
で
は
、
「
十
七
八
」
の
声
変
わ
り

の
時
期
に
あ
ま
り
無
理
を
し
な
い
発
声
の
方
法
を
採
ら
せ
る
、
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、

上
の
表
を
も
う
二
度
見
て
み
る
と
、
「
平
調
・
双
調
」
の
次
に
「
黄
鐘
・

盤
渉
」
が
並
ん
で
お
り
、
「
三
呂
(
三
律
)
」
の
真
中
に
位
置
し
て
い

る
。
乙
の
乙
と
は
、
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
が
中
間
的
な
(
決
し
て
音
高
に

関
し
て
で
は
な
い
)
位
置
に
あ
る
、
い
わ
ば
基
本
的
な
「
調
子
」
で
あ

る
乙
と
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
能
で
は
、
謡
で
も
磯
子
で
も
世
阿
弥
の
言
及
し
て
い
る
よ
う

な
「
十
二
律
・
六
調
子
」
あ
る
い
は
「
五
音
(
五
調
子
)
」
は
失
わ
れ

て
し
ま
い
、
笛
に
の
み
わ
ず
か
に
「
黄
鐘
・
盤
渉
」
と
い
う
言
葉
が
そ

の
意
味
を
変
え
て
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
乙
れ
ら
の
調
が
基
本

的
、
あ
る
い
は
中
心
を
な
す
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
恩
わ
せ
る
。

ま
た
、
世
阿
弥
の
頃
は
謡
の
最
初
の
声
の
出
し
方
(
「
調
子
」
)
を

笛
や
尺
八
に
合
せ
た
ら
し
い
乙
と
は
、
『
音
曲
口
伝
』
の
初
め
や
『
花

鏡
』
の
最
初
の
記
述
に
見
ら
れ
る
。
今
、
『
花
鏡
』
を
引
用
す
れ
ば
、

「
調
子
を
ば
機
が
持
つ
な
り
。
吹
き
物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合

は
せ
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
息
を
内
へ
引
き
て
、
さ
て
声
を
出

せ
ば
、
声
先
、
調
子
の
中
よ
り
出
づ
る
な
り
。
調
子
ば
か
り
を
音
取
り
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て
、
機
に
も
合
は
せ
ず
し
て
声
を
出
だ
せ
ば
、
声
先
調
子
に
合
ふ
事
、

左
右
な
く
無
し
。
調
子
を
ば
機
に
龍
め
て
声
を
出
す
が
ゆ
へ
に
、
一
調
・

二
機
・
三
声
と
は
定
む
る
也
己
(
八
四
頁
)
と
あ
り
、
こ
の
部
分
ま
で

は
『
音
曲
口
伝
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
『
音
曲
口
伝
』
の
表
氏

に
よ
る
頭
注
(
七
四
頁
)
、
「
歌
い
出
し
の
正
し
い
調
子
(
音
の
高
さ
)

を
機
が
左
右
す
る
の
だ
u

k
見
ら
れ
る
「
調
子
リ
音
の
高
さ
」
は
、
今

ま
で
の
我
々
の
論
旨
か
ら
い
え
ば
甚
だ
お
か
し
い
乙
と
に
な
ろ
う
。
事

実
、
『
花
鏡
』
の
こ
の
部
分
の
あ
と
の
注
記
に
「
急
尚
上
下
、
声
成
分
、

謂
音
之
。
(
中
略
)
分
五
音
成
十
二
律
。
呂
六
、
律
六
己
と
書
か
れ
て

い
る
乙
と
は
、
「
調
子
」
と
「
音
」
が
違
う
乙
と
、
さ
ら
に
い
え
ば

(
『
音
曲
口
伝
』
の
同
じ
部
分
の
「
情
発
於
声
、
声
成
分
、
調
之
音
ほ

と
考
え
合
せ
て
、
こ
れ
は
漢
文
に
よ
っ
て
|
「
毛
詩
に
一
吉
|
「
一

調
二
一
機
・
三
声
」
と
同
じ
内
容
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
)

「
調
子
」
と
い
う
も
の
は
中
国
で
「
音
」
と
い
う
も
の
と
似
て
い
る
の

だ
、
従
っ
て
日
本
の
「
音
(
律
)
」
と
は
違
う
(
「
五
音
を
分
か
ち

て
十
二
律
と
成
す
」
)
、
と
い
う
乙
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
わ
れ

る。
つ
ま
り
は
、
歌
い
出
し
に
「
調
子
を
音
取
る
」
と
い
っ
た
場
合
、
現

代
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
オ
ー
ボ
エ
の

A
音
を
も
と
に
音
を
合
せ
る
よ
う
な
、

音
高
だ
け
を
合
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
乙
と
な

の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
「
機
に
合
は
せ
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
」

と
い
う
よ
う
な
表
現
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
極
端
に
一
言
守
え
ば
、
我
々
は
世
阿
弥
が
「
音
高
」
と
い
う
よ
う

な
も
の
を
考
え
に
入
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
さ
え
疑
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
雅
楽
で
さ
え
「
調
子
」
と
は
音
高
以
外
の
多
く
の
意
味
を
抱
え
込

ん
で
い
た
こ
と
、
声
明
で
は
さ
ら
に
音
高
と
い
う
も
の
が
重
要
性
を
失

っ
て
来
て
い
る
乙
と
、
そ
し
て
そ
の
傾
向
を
謡
が
受
け
継
い
で
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
乙
れ
は
現
代
の
謡
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る

「
ツ
ヨ
吟
」
で
は
「
下
音
」
と
「
下
の
中
音
」
、
「
中
音
」
と
「
上
音
」
の
音

高
が
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
乙
と
、
以
上
の
事
実
か
ら
す
る
と
、
)
そ
れ

も
あ
な
が
ち
無
理
な
考
え
方
で
は
な
い
の
で
は
な
い
.
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
の
「
調
子
」
と
は
、
音
高

を
も
含
む
が
、
さ
ら
に
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持
っ
た
か
な
り
不
透

明
な
概
念
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
こ
う
し
て
、
最
初
か
ら
問
題

に
し
て
い
る
「
年
来
稽
古
」
の
く
だ
り
に
戻
れ
ば
、
十
七
八
の
頃
は
、

声
の
「
調
子
」
は
笛
な
ど
に
合
せ
る
の
も
の
だ
が
、
そ
の
「
調
子
」
も

「
機
」
の
持
ち
方
な
ど
や
、
結
局
人
そ
れ
ぞ
れ
の
声
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て

く
る
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
特
別
な
「
調
子
」
で
は
な
く
、
律
呂
両
方
に

ま
た
が
っ
て
応
用
範
囲
が
広
く
基
本
的
な
黄
鐘
調
や
盤
渉
調
で
歌
う
の

が
よ
い
、
と
言
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
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も
ち
ろ
ん
世
阿
弥
の
言
っ
て
い
る
乙
と
が
す
べ
て
雅
楽
・
声
明
の
文

脈
で
読
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
も
類
推

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
世
阿
弥
と
雅
楽
の
距
離
、
そ
し
て
世
阿
弥
と



近
代
西
洋
音
楽
の
距
離
、
乙
の
二
つ
を
比
べ
て
み
る
と
、
圧
倒
的
に
後

者
の
ほ
う
が
広
い
に
違
い
な
い
。
そ
の
上
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
西
洋

音
楽
の
方
を
雅
楽
・
声
明
よ
り
も
身
近
に
感
じ
て
(
し
ば
し
ば
感
じ
過

ぎ
て
)
い
る
。
こ
の
聞
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
作
業
も
必
要
だ
ろ
う
。
乙

の
小
論
は
そ
の
は
な
は
だ
さ
さ
や
か
な
一
歩
と
考
え
て
い
る
。

世
阿
弥
の
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
、
『
世
阿
弥
弾
竹
、
日
本
思
想
体
系

二
十
四
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
七
四
年
)
に
よ
り
、
括
孤
内
に
そ
の
頁

数
を
記
し
た
。

注

(
1
)
増
本
喜
久
子
『
雅
楽
|
|
伝
統
音
楽
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
』
(
音

楽
之
友
社
、
昭
和
四
三
年
)
、
一
五

O
頁
。
雅
楽
に
関
し
て
は
多
く
増
本

氏
に
負
っ
て
い
る
。

〈2
)
乙
の
あ
た
り
の
記
述
は
多
く
、
沢
田
篤
子
「
真
言
声
明
の
音
構
造
」

〈
東
洋
音
楽
学
会
繍
『
日
本
の
音
階
』
、
音
楽
之
友
社
、
昭
和
五
七
年
、

所
収
)
に
よ
っ
て
い
る
。

(
3
)
雅
楽
に
も
「
呂
・
律
」
に
よ
っ
て
「
六
調
子
」
を
分
類
す
る
理
論
が
あ

る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
壱
越
調
・
双
調
・
太
食
調
が
「
邑
」
に
属
し
、

平
調
・
黄
鐘
調
・
盤
渉
調
が
「
律
」
に
属
す
る
l
l品
情
本
氏
に
よ
る
と
、

日
「
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
な
ど
に
記
述
が
あ
る
l
l。
し
か
し
少
な
く
と
も

今
日
に
お
い
て
は
、
乙
の
理
論
を
あ
と
守
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
よ
う
だ
。

(
4
〉
田
辺
尚
雄
氏
は
、
ツ
ヨ
吟
に
閉
じ
音
程
で
名
前
の
違
う
音
が
存
在
す
る

乙
と
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
聴
者
に
と
っ
て
同
じ
高
さ
に
聞
え
た
だ
け
で

あ
っ
て
、
演
者
は
頭
の
中
で
は
〔
聴
者
に
同
じ
音
程
に
聞
え
る
〕
下
音
と

中
音
と
は
異
な
っ
た
音
と
意
識
し
つ
つ
、
そ
れ
が
声
帯
を
通
し
て
発
声
さ

れ
る
と
き
に
劇
し
い
感
情
の
た
め
に
歪
曲
さ
れ
口
か
ら
外
に
出
る
空
気
の

音
波
は
岡
高
の
も
の
と
な
っ
て
聴
者
の
耳
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
お
り
(
「
日
本
音
階
の
鳥
殴
図
」
、
四
五
頁
、
前
掲
『
日
本
の

音
階
』
所
収
)
、
謡
に
お
い
て
は
音
高
以
外
の
要
素
が
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
る
乙
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
音
の
高
低
・
上
下
の
概
念
が

絶
対
的
な
も
の
で
な
い
乙
と
は
、
音
高
の
呼
び
方
に
関
し
て
、
例
え
ば
三

味
線
奏
者
の
場
合
は
、
三
味
線
の
樟
に
お
け
る
勘
所
の
高
さ
で
音
高
を
指

示
す
る
の
で
西
洋
音
楽
で
の
呼
び
方
と
高
低
が
逆
に
な
る
、
と
か
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
さ
え
音
の
高
低
を
十
七
八
世
紀
に
は
(
フ
ラ
ン
ス
で
は
現
在
も
)

「
鋭
い
・
重
い
」
と
表
現
し
て
い
た
、
と
い
う
乙
と
か
ら
う
か
が
う
乙
と

が
で
き
よ
う
。
参
照
、
徳
丸
吉
彦
「
訳
者
解
説
」

(
J
-
ブ
ラ
ッ
キ
ン
グ

『
人
閣
の
音
楽
性
』
、
岩
波
書
底
、
一
九
七
八
年
、
所
収
)
一
九
五
|
|

六
真
。
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