
東
晉
南
�
に
お
け
る
民
閒
�
樂
の
�
入
と
尺
度
の
關
係
に
つ
い
て

戶

川

貴

行

は

じ

め

に

第
一
違

劉
宋
�
樂
に
お
け
る
民
閒
�
樂
の
�
入

第
二
違

民
閒
�
樂
の
�
入
と
尺
度
の
關
係

第
三
違

宋
氏
尺
の
由
來
と
影
長

お

わ

り

に

は

じ

め

に

西
晉
末
︑
胡
族
の
�
入
に
よ
り
大
量
の
漢
族
が
江
南
へ


難
し
︑
円
康
を
都
と
す
る
東
晉
が
成
立
し
た

(
以
下
︑
こ
う
し
た


難
民
を
僑
民
と

よ
ぶ
)
︒
僑
民
に
と
っ
て
�
大
の
目
標
は
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
で
あ
り
︑
そ
の
成
功
ま
で
行
宮
の
地
で
あ
る
円
康
に
お
い
て
︑
國
家
儀
禮

の
整
備
を
�
え
る
べ
し
と
す
る
者
が
政
權
內
に
存
在
し
た
︒
し
か
し
︑
東
晉
成
立
か
ら
�
世
紀
ほ
ど
を
へ
る
と
︑
僑
民
の
な
か
に
そ
の
土
着
�

に
と
も
な
い
円
康
を
天
下
の
中
心
と
考
え
る
者
が
增
加
し
︑
さ
ら
に
は
北
魏
の
華
北
瓜
一
︑
劉
宋
の
元
嘉
二
十
七
年

(四
五
〇
)
に
お
け
る
北

伐
失
敗
に
よ
っ
て
中
原
恢
復
の
可
能
性
は
極
め
て
低
く
な
っ
た
︒
こ
う
し
て
江
南
政
權
は
円
康
を
西
晉
の
都
で
あ
っ
た
洛
陽
に
代
わ
る
怨
た
な

天
下
の
中
心
に
す
る
べ
く
︑
拔
本
�
な
改
革
を
お
こ
な
う
必
�
に
�
ら
れ
る
︒

そ
う
し
た
狀
況
の
な
か
︑
劉
宋
孝
武
�
は
國
家
儀
禮
で
演
奏
さ
れ
る
�
樂
の
改
革
を
斷
行
す
る
︒
そ
れ
は
か
つ
て
筆
者
が
�
ら
か
に
し
た
よ

う
に
︑
西
晉
の
�
樂
が
ほ
と
ん
ど
喪
失
・
忘
却
さ
れ
た
こ
と
を
�
け
︑
衣
な
る
儀
禮
閒
で
同
じ
樂
曲
を
演
奏
す
る
と
い
う
從
來
の
中
國
王
�
に
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み
ら
れ
な
い
改
革
で
あ
り
︑
そ
の
後
︑
梁
を
へ
て
隋
�
へ
繼
承
さ
れ
︑
中
國
王
�
に
お
け
る
怨
た
な
傳
瓜
と
し
て
確
立
す
る
に
至
っ
た(1

)
︒
か
つ

て
陳
寅
恪
氏
は
東
晉
南
�
の
國
家
儀
禮
が
中
原
王
�
で
あ
る
西
晉
の
傳
瓜
を
繼
承
し
た
も
の
と
さ
れ
た
が(2

)
︑
右
は
樂
曲
�
成
に
關
わ
る
改
革
と

い
う
點
か
ら
み
た
際
︑
そ
う
し
た
繼
承
よ
り
も
む
し
ろ
斷
絕
の
方
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒

こ
の
點
に
關
聯
し
て
︑
か
つ
て
楊
蔭
瀏
氏
は
︑

它

(
�
樂
を
指
す
⁝
⁝
括
弧
內
筆
者
加
筆
)
不
得
不
隨
着
每
一
瓜
治
王
�
�
沒
落
而
連
一
接
二
地
被
英
棄
・
被
忘
掉
︒
⁝
⁝
同
是
�
樂
︑
其

本
質
也
因
時
代
而
不
同
︒
⁝
⁝
周
代
・
漢
代
・
南
北
�
#
閒
$
些
王
�
�
�
樂
︑
多
少
%
&
含
一
些
反
映
現
實
�
民
閒
作
品
︒
⁝
⁝
$
人

在
復
古
理
論
�
表
面
之
下
︑
曲
曲
折
折
︑
企
圖
爲
自
己
怨
創
�
東
西
'
求
出
路
︒

と
あ
り(

3
)

︑
�
樂
が
王
�
の
沒
落
と
と
も
に
喪
失
さ
れ
︑
そ
の
本
質
が
時
代
に
よ
っ
て
衣
な
る
こ
と
︑
た
と
え
ば
周
︑
漢
︑
南
北
�
で
は
民
閒
の

�
樂
作
品
を
&
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
結
果
︑
復
古
と
い
い
な
が
ら
實
際
は
怨
た
な
�
素
が
附
加
さ
れ
︑
各
時
代
に
よ
っ
て
衣
な

る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
営
べ
て
お
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
渡
邊
信
一
郞
氏
は
︑
楊
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
︑

⁝
⁝
宮
廷
�
樂
は
︑
樂
人
に
よ
る
樂
曳
・
樂
曲
の
直
接
�
傳
承
を
必
�
と
し
た
︒
そ
れ
故
︑
王
�
の
滅
)
に
と
も
な
っ
て
樂
人
が
四
散
す

る
と
︑
傳
承
を
斷
絕
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
っ
た
︒
王
�
は
︑
興
*
す
る
た
び
に
民
閒
に
分
散
す
る
樂
人
の
再
呼
集
と
民
閒
に
傳
承
す
る
樂

曲
・
樂
曳
の
+
集
と
を
つ
う
じ
て
︑
樂
制
の
再
興
と
再
�
と
を
は
か
っ
た
︒
中
國
古
代
國
家
の
樂
制
は
︑
社
會
風
俗
の
善
�
と
い
う
も
く

ろ
み
よ
り
も
︑
む
し
ろ
民
閒
�
樂
・
樂
人
に
深
く
依
據
し
な
が
ら
︑
怨
た
な
生
命
を
吹
き
-
ま
れ
︑
維
持
さ
れ
て
き
た
側
面
が
强
い
︒

と
し(

4
)

︑
そ
う
し
た
事
例
と
し
て
/
漢
に
よ
る
楚
辭
系
�
樂
︑
北
�
隋
に
よ
る
西
域
・
胡
族
系
�
樂
の
+
集
を
と
り
あ
げ
︑
か
か
る
�
樂
が
そ
の

後
︑
中
國
の
正
瓜
王
�
に
相
應
し
い
儒
家
�
色
0
を
濃
厚
に
も
つ
樂
制
へ
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る(5

)
︒
筆
者
は
兩
氏
の
見

解
に
贊
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
で
は
劉
宋
に
お
け
る
�
樂
改
革
に
も
民
閒
�
樂
の
�
入
お
よ
び
そ
の
正
瓜
�
と
い
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
︒
か
り
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
具
體
�
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
る
南

�
�
樂
の
問
題
は
︑
こ
れ
ま
で
衣
な
る
儀
禮
閒
で
同
じ
樂
曲
を
演
奏
す
る
と
い
う
特
1
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
深
く
2
究
さ
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れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
江
南
政
權
が
い
か
に
し
て
斷
絕
し
た
傳
瓜
を
怨
た
に
創
ろ
う
と
し
た
の
か
を
�
ら
か
に
し
︑
陳
氏
の
淵
源
論
と
衣
な
る

歷
4
宴
を
し
め
す
た
め
に
も
是
非
と
も
解
�
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
問
題
關
心
の
も
と
︑
本
稿
は
民
閒
�
樂
の
�
入
を
以
下
の
三
點
か
ら
考
察
し
た
い
︒

そ
の
一
は
︑
郊
.
�
樂
に
お
け
る
民
閒
�
樂
の
�
入
で
あ
る
︒
�
樂
と
は
宗
.
︑
郊
祀
と
い
っ
た
國
家
儀
禮
に
お
い
て
︑
鍾
磬

(
金
屬
・
石

製
の
打
樂
器
)
を
と
も
な
い
演
奏
さ
れ
る
�
樂
の
こ
と
で
あ
る
︒
�
樂
の
硏
究
に
つ
い
て
は
7
年
︑
渡
邊
氏
の
大
著
が
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
︑

未
だ
そ
の
重
�
性
に
つ
い
て
は
廣
く
9
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
狀
で
あ
る(6

)
︒
氏
の
す
ぐ
れ
た
硏
究
の
對
象
は
:
に
漢
︑
北
�
隋
の

�
樂
で
あ
る
だ
け
に
︑
そ
の
一
方
で
南
�
の
�
樂
に
關
す
る
問
題
は
あ
ま
り
�
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で

は
南
�
�
樂
の
う
ち
と
く
に
代
表
�
な
宗
.
︑
南
郊
の
�
樂
︑
お
よ
び
兩
儀
禮
に
お
け
る
民
閒
�
樂
の
�
入
の
具
體
�
樣
相
に
つ
い
て
考
察
す

る
︒そ

の
二
は
︑
民
閒
�
樂
の
�
入
と
尺
度
の
關
係
如
何
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
現
代
に
お
い
て
�
樂
活
動
に
必
�
な
基
礎
知
識
の
こ
と
を
樂
典
と

い
う
︒
こ
の
樂
典
に
よ
れ
ば
︑
�
樂
と
�
;
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
︑
た
と
え
ば
�
;
が
變
わ
れ
ば
そ
の
�
樂
も
<
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
︑

場
合
に
よ
っ
て
は
=
く
衣
な
っ
た
印
象
を
�
け
る
こ
と
さ
え
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
樂
と
�
;
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
︑
後
営
す
る
よ
う
に
同
樣
の
こ
と
は
南
�
に
お
い
て
民
閒
�
樂
を
�
入
し
た
と
き
に
も
見
ら
れ
た(7

)
︒

こ
の
�
;
の
問
題
に
關
聯
し
て
︑
た
と
え
ば
﹃
世
說
怨
語
﹄
?
解
@
一
︑
劉
孝
標
A
に
引
く
干
寶
﹁
晉
紀
﹂
に
︑

荀
勖

始
め
て
正
德
・
大
象

(豫
の
C
り
)
の
舞
を
D
り
︑
魏
の
杜
䕫
の
制
す
る
E
の
律
呂
を
以
て
︑
大
樂
の
本
�
と
校
ぶ
る
も
和
せ
ず
︒

後
漢
よ
り
魏
に
至
る
ま
で
︑
尺

古
よ
り
長
き
こ
と
四
分
$
餘
に
し
て
︑
䕫

之
に
據
る
︒
是
を
以
て
韻
を
失
ふ
︒
乃
ち
周
禮
に
依
り
︑
粟

を
積
み
以
て
度
量
を
*
こ
し
︑
以
て
古
器
を
度
り
︑
本
銘
に
符
す
︒
F
に
以
て
式
と
爲
し
︑
之
を
郊
.
に
用
ふ
︒
(荀
勖
始
D
正
德
・
大
象

之
舞
︑
以
魏
杜
䕫
E
制
律
呂
︑
校
大
樂
本
�
不
和
︒
後
漢
至
魏
︑
尺
長
於
古
四
分
$
餘
︑
而
䕫
據
之
︒
是
以
失
韻
︒
乃
依
周
禮
︑
積
粟
以
*
度
量
︑
以
度

古
器
︑
符
于
本
銘
︒
F
以
爲
式
︑
用
之
郊
.
︒
)
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と
あ
り
︑
後
漢
よ
り
曹
魏
に
至
る
ま
で
に
尺
度
が
の
び
︑
そ
れ
を
基
準
と
し
て
曹
魏
の
杜
夔
が
﹁
律
呂
﹂
す
な
わ
ち
�
樂
の
�
;
を
G
律
し
た

こ
と
︑
こ
の
杜
夔
の
尺
度
に
つ
い
て
西
晉
の
荀
勖
は
そ
れ
が
古
來
よ
り
四
分
長
い
が
故
に
�
;
が
G
和
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
尺
度
を
短
く
し

郊
.
儀
禮
に
用
い
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
右
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
古
代
中
國
の
�
;
は
尺
度
に
よ
り
決
ま
っ
て
い
た
︒
中
國
�
樂

4
に
お
い
て
は
常
識
�
な
こ
と
で
あ
る
が
︑
尺
度
が
長
け
れ
ば
�
;
は
低
く
な
り
反
對
に
短
け
れ
ば
高
く
な
る(8

)
︒
つ
ま
り
︑
荀
勖
は
後
漢
以
來
︑

低
く
な
っ
て
い
た
�
樂
の
�
;
を
高
く
G
律
し
な
お
し
た
の
で
あ
る
が
︑
か
か
る
�
;
の
低
下
に
は
王
國
維
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
︑

漢
末
か
ら
戶
G
制
に
よ
り
絹
布
が
1
收
さ
れ
︑
租
稅
の
增
收
を
は
か
る
べ
く
尺
度
が
長
く
な
っ
た
こ
と
が
關
係
し
て
い
る(9

)
︒
小
泉
袈
裟
I
氏
に

よ
れ
ば
︑
荀
勖
の
尺
度
の
長
さ
を
一
尺

=

23
㎝
と
し
た
場
合
︑
杜
夔
の
尺
度
は
そ
れ
よ
り
J
9
㎜
長
く
な
っ
て
い
た(10

)
︒

こ
う
し
た
尺
度
の
增
長
は
江
南
政
權
に
お
い
て
も
續
い
て
い
く
が
︑
で
は
南
�
に
お
い
て
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
た
際
︑
そ
れ
と
緊
密
に
結

び
つ
い
て
い
る
尺
度
は
荀
勖
あ
る
い
は
民
閒
の
も
の
の
う
ち
ど
ち
ら
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
か
り
に
そ
れ
が
後
者
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
︑
冒
頭
に
営
べ
た
�
樂
の
樂
曲
�
成
の
み
で
な
く
そ
の
�
;
と
い
う
點
か
ら
み
て
も
西
晉
と
南
�
に
は
や
は
り
斷
絕
が
あ
り
︑
淵
源
論
に
依

據
し
た
こ
れ
ま
で
の
南
�
觀
に
再
檢
討
を
�
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

そ
の
三
は
︑
民
閒
の
尺
度
の
+
用
が
い
か
に
正
瓜
�
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
先
に
一
部
言
K
し
た
が
︑
南
�
の
民
閒
�
樂
と
�
;

は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
︑
�
樂
に
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
る
の
に
先
立
ち
︑
そ
の
�
;
の
基
準
と
な
る
民
閒
の
尺
度
が
劉
宋
王
�

に
よ
り
公
式
に
+
用
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
か
つ
て
筆
者
は
南
�
が
北
�
と
の
正
瓜
性
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
對
立
の
な
か
で
︑
江
南
特
$

の
制
度
・
思
想
を
あ
た
か
も
古
來
の
傳
瓜
に
合
致
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
見
せ
る
施
策
を
行
っ
た
と
営
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒
同
樣
の
施
策
は
北

�
に
お
い
て
も
見
�
け
ら
れ
︑
た
と
え
ば
﹃
隋
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
︑
審
度
の
條
に
︑
北
周
で
劉
宋
の
尺
度
を
+
用
せ
ん
と
し
た
際
の
M
奚

震
︑
牛
弘
ら
に
よ
る
議
を
載
せ
て
︑

今
ま
周
漢
の
古
錢
を
勘
み
る
に
︑
大
小

合
ふ
$
り
︒
(今
勘
周
漢
古
錢
︑
大
小
$
合
︒
)

と
あ
り
︑
當
該
尺
度
が
周
︑
漢
の
古
錢
で
も
ち
い
ら
れ
た
尺
度
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
先
に
営
べ
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た
よ
う
に
漢
末
に
お
け
る
戶
G
制
の
施
行
後
︑
民
閒
の
尺
度
が
增
長
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
當
然
︑
劉
宋
の
尺
度
は
周
︑
漢
の
尺
度
に
く
ら
べ

長
く
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
M
奚
震
ら
は
劉
宋
の
尺
度
を
+
用
す
る
に
あ
た
り
︑
か
か
る
尺
度
が
あ
た
か
も
古
來
の
周
︑
漢
の

傳
瓜
に
合
致
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
で
は
同
樣
の
こ
と
は
江
南
政
權
に
お
い
て
も
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
右

の
問
題
の
檢
討
は
︑
南
�
に
お
け
る
傳
瓜
の
創
D
︑
ひ
い
て
は
當
時
は
い
ま
だ
邊
境
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
江
南
國
家
に
お
け
る
正
瓜

性
確
立
の
一
端
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
關
心
の
も
と
︑
江
南
政
權
に
お
け
る
�
樂
の
尺
度
に
つ
い
て
︑
劉
宋
�
樂
に
お
け
る
民
閒
�
樂
の
�
入
︑
か
か
る
施

策
と
尺
度
と
の
關
係
︑
宋
氏
尺
の
由
來
と
影
長
と
い
っ
た
點
か
ら
考
察
し
︑
以
て
江
南
國
家
に
お
け
る
正
瓜
性
確
立
の
實
態
に
つ
い
て
解
�
せ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒第

一
違

劉
宋
�
樂
に
お
け
る
民
閒
�
樂
の
�
入

本
違
で
は
劉
宋
の
�
樂
に
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
営
べ
る
︒

ま
ず
論
の
展
開
の
都
合
上
︑
江
南
政
權
に
お
け
る
�
樂
が
東
晉
か
ら
ほ
ぼ
百
五
十
年
を
へ
た
劉
宋
孝
武
�
#
に
い
た
り
本
格
�
に
整
備
さ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
︒
結
論
を
先
に
い
え
ば
︑
こ
の
と
き
整
備
さ
れ
た
�
樂
は
東
晉
#
に
お
け
る
喪
失
︑
忘
却
を
う
け
︑
そ
の
多

く
に
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
て
い
る
︒

さ
て
︑﹃
晉
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
に
︑
東
晉
の
�
樂
に
つ
い
て
︑

元
�

南
�
す
る
に
K
び
︑
皇
度

草
昧
に
し
て
︑
禮
容
樂
器
︑
地
を
N
ひ
て
皆
な
盡
く
︒
稍
く
+
掇
を
加
ふ
と
雖
も
︑
而
も
淪
胥
す
る
E

多
く
︑
恭
・
安
に
P
は
る
ま
で
︑
悦
に
備
は
る
こ
と
能
は
ず
︒
(
K
元
�
南
�
︑
皇
度
草
昧
︑
禮
容
樂
器
︑
N
地
皆
盡
︒
雖
稍
加
+
掇
︑
而
多
E
淪

胥
︑
P
于
恭
・
安
︑
悦
不
能
備
︒
)

と
あ
り
︑
西
晉
末
の
混
亂
に
よ
っ
て
東
晉
初
代
の
元
�
の
と
き
す
で
に
﹁
禮
容
樂
器
﹂
が
み
な
盡
き
た
こ
と
︑
そ
の
後
︑
王
�
末
#
の
安
�
︑
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恭
�(

11
)

に
至
っ
て
も
未
だ
�
樂
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
︑
い
ま
東
晉
の
宗

.
・
南
郊
の
�
樂
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒

『宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
東
晉
初
め
に
宗
.
を
円
て
る
際
︑
�
樂
を
整
備
せ
ん
と
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
︑

江
左
の
初
め
宗
.
を
立
つ
る
に
至
り
︑
尙
書

太
常
に
祭
祀
に
用
ふ
る
E
の
樂
名
を
下
す
︒
太
常
賀
循

答
へ
て
云
へ
ら
く
︑
⁝
⁝
喪
亂
に

S
離
し
︑
舊
典

存
せ
ず
︒
⁝
⁝
�
韻
の
曲
折
︑
印
た
識
る
者
無
く
︑
則
ち
今
に
於
い
て
T
を
以
て
言
ひ
難
し
︑
と
︒
(至
江
左
初
立
宗
.
︑

尙
書
下
太
常
祭
祀
E
用
樂
名
︒
太
常
賀
循
答
云
︑
⁝
⁝
S
離
喪
亂
︑
舊
典
不
存
︒
⁝
⁝
�
韻
曲
折
︑
印
無
識
者
︑
則
於
今
難
以
T
言
︒
)

と
あ
り
︑
當
時
︑
太
常
で
あ
っ
た
賀
循
が
西
晉
末
の
混
亂
に
よ
り
﹁
舊
典

存
せ
ず
﹂︑﹁
�
韻
の
曲
折
︑
印
た
識
る
者
無
﹂
し
と
い
う
狀
況
で

あ
っ
た
た
め
︑
尙
書
か
ら
の
下
問
に
答
え
難
い
と
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
結
局
︑
こ
の
と
き
宗
.
�
樂
は
つ
く
ら
れ
ず
︑
そ
の
後
︑

東
晉
後
�
に
至
っ
て
よ
う
や
く
登
歌
が
つ
く
ら
れ
た
︒

登
歌
と
は
祖
先
の
功
德
を
讚
え
る
歌
の
こ
と
で
あ
り
︑
宗
.
儀
禮
に
と
っ
て
重
�
な
も
の
で
あ
る
︒
東
晉
で
は
こ
の
他
に
正
德
・
大
豫
と
よ

ば
れ
る
宗
.
の
舞
樂
も
存
在
し
た
が
︑
た
だ
し
︑
右
は
東
晉
の
�
樂
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
漢
書
﹄

卷
二
二
禮
樂
志
に
︑
/
漢
高
祖
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑

叔
孫
V

秦
の
樂
人
に
因
り
て
宗
.
の
樂
を
制
す
︒
大
祝

神
を
.
門
に
Y
ふ
る
に
︑
嘉
至
を
奏
す
︑
Z
ほ
古
の
影
神
の
樂
の
ご
と
き
な
り
︒

皇
�

.
門
に
入
る
に
︑
永
至
を
奏
し
︑
以
て
行
步
の
\
と
爲
す
︑
Z
ほ
古
の
采
薺
・
肆
夏
の
ご
と
き
な
り
︒
乾
豆

上
ら
る
る
に
︑
登
歌

を
奏
し
︑
獨
り
歌
を
上
る
の
み
に
し
て
︑
筦
弦
を
以
て
人
聲
を
亂
さ
ず
︑
位
に
在
る
者
の
徧
く
之
を
聞
く
を
欲
す
︑
Z
ほ
古
の
淸
.
の
歌

の
ご
と
き
な
り
︒
登
歌

再
P
し
︑
下
る
に
休
成
の
樂
を
奏
す
︑
神
�

旣
に
�
く
る
を
美

よ
ろ
こ

ぶ
な
り
︒
皇
�

酒
に
東
廂
に
就
き
︑
坐
定
ま

る
に
︑
永
安
の
樂
を
奏
す
︑
禮

已
に
成
る
を
美
ぶ
な
り
︒
(叔
孫
V
因
秦
樂
人
制
宗
.
樂
︒
大
祝
Y
神
于
.
門
︑
奏
嘉
至
︑
Z
古
影
神
之
樂
也
︒

皇
�
入
.
門
︑
奏
永
至
︑
以
爲
行
步
之
\
︑
Z
古
采
薺
・
肆
夏
也
︒
乾
豆
上
︑
奏
登
歌
︑
獨
上
歌
︑
不
以
筦
弦
亂
人
聲
︑
欲
在
位
者
徧
聞
之
︑
Z
古
淸
.

之
歌
也
︒
登
歌
再
P
︑
下
奏
休
成
之
樂
︑
美
神
�
旣
�
也
︒
皇
�
就
酒
東
廂
︑
坐
定
︑
奏
永
安
之
樂
︑
美
禮
已
成
也
︒
)
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と
あ
り
︑
叔
孫
V
が
宗
.
儀
禮
の
各
場
面
に
お
い
て
如
何
な
る
歌
曲
を
演
奏
す
る
の
か
を
定
め
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
4
料
に
は
供
物

を
そ
な
え
る
乾
豆
上
の
と
き
の
登
歌
以
外
に
︑
祖
先
の
魂
よ
び
を
す
る
Y
神
︑
皇
�
が
入
場
す
る
皇
�
入
.
門
︑
祖
先
を
�
應
す
る
�
神
︑
儀

式
の
成
功
を
い
わ
う
皇
�
就
酒
東
廂
な
ど
の
各
場
面
に
お
い
て
︑
嘉
至
︑
永
至
︑
休
成
︑
永
安
と
い
っ
た
歌
曲
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
/
漢
で
は
武
德
・
昭
德
な
ど
の
舞
樂
も
存
在
し
た(12

)
︒
こ
の
よ
う
に
宗
.
儀
禮
で
は
︑
登
歌
︑
舞
樂
以
外
に
こ
う
し
た
嘉
至

以
下
の
歌
曲
が
不
可
缺
と
な
る
︒
か
か
る
宗
.
�
樂
の
あ
り
方
は
漢
の
後
の
曹
魏
︑
西
晉
に
も
繼
承
さ
れ
て
い
る
が(13

)
︑
そ
う
し
た
/
王
�
の
事

例
と
比
�
し
た
際
︑
嘉
至
以
下
の
歌
曲
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
東
晉
の
宗
.
�
樂
は
い
ま
だ
そ
の
完
成
に
ほ
ど
c
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ

よ
う
︒

一
方
︑
南
郊
の
�
樂
は
西
晉
の
傳
瓜
の
繼
承
と
い
う
點
か
ら
み
た
際
︑
さ
ら
に
深
刻
な
狀
況
に
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
﹃
漢
書
﹄
卷
二
二
禮
樂

志
に
︑
練
時
日
一
︑
�
臨
二
︑
靑
陽
三
︑
朱
�
四
︑
西
顥
五
︑
玄
冥
六
︑
惟
泰
元
七
︑
天
地
八
︑
日
出
入
九
︑
天
馬
十
︑
天
門
十
一
︑
景
星
十

二
︑
齊
g
十
三
︑
后
皇
十
四
︑
華
燁
燁
十
五
︑
五
神
十
六
︑
�
隴
首
十
七
︑
象
載
瑜
十
八
︑
赤
蛟
十
九
か
ら
な
る
/
漢
郊
祀
の
歌
曲
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
こ
れ
は
=
部
で
十
九
違
あ
っ
た
が
︑
後
漢
で
は
﹃
續
漢
書
﹄
志
七
祭
祀
志
上
に
︑
郊
祀
に
お
け
る
歌
曲
に
つ
い
て
︑

凡
そ
樂

靑
陽
・
朱
�
・
西
�
・
玄
冥
を
奏
す
︒
(凡
樂
奏
靑
陽
・
朱
�
・
西
�
・
玄
冥
︒
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
そ
の
う
ち
三
か
ら
六
︑
す
な
わ
ち
靑
陽
・
朱
�
・
西
�
・
玄
冥
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
お
り(14

)
︑
右
の
あ
り
方
は

曹
魏
︑
西
晉
に
も
繼
承
さ
れ
た(15

)
︒

か
か
る
郊
祀
が
中
國
王
�
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
�
な
國
家
儀
禮
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
そ

の
東
晉
に
お
け
る
狀
況
に
つ
い
て
︑

郊
祀

F
に
樂
を
設
け
ず
︒
(郊
祀
F
不
設
樂
︒
)

と
あ
り
︑
樂
曲
が
=
く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
漢
以
來
の
中
國
王
�
の
郊
祀
の
な
か
で
/
代
未
聞
の
事
柄
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
に
�
樂
と
い
う
點
か
ら
み
た
際
︑
東
晉
に
お
け
る
宗
.
︑
郊
祀
は
/
者
に
登
歌
︑
舞
樂
が
存
在
し
た
と
は
い
え
︑
ほ
ぼ
$
名
無
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實
に
7
い
狀
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
背
景
に
は
︑
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
國
家
儀
禮
の
整
備
を
�
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
宋
書
﹄

卷
一
四
禮
志
一
に
︑
円
武
元
年

(三
一
七
)
の
戴
邈
に
よ
る
上
表
を
載
せ
て
︑

今
ま
或
ひ
と
以
ら
く
︑
天
下

未
だ
壹
な
ら
ず
︑
禮
學
を
興
す
の
時
に
非
ず
︑
と
︒
此
の
言

是
に
似
る
も
非
な
り
︒
夫
れ
儒
j

深
奧
︑

倉
卒
に
し
て
成
る
べ
か
ら
ず
︒
古
の
俊
乂
︑
必
ず
三
年
に
し
て
一
經
に
V
ず
︒
寇
k

淸
夷
し
︑
天
下
l
泰
な
る
を
須
つ
に
比
び
︑
然
る

後

之
を
修
む
れ
ば
︑
則
ち
功
成
り
事
定
ま
る
も
︑
誰
か
與
に
禮
を
制
し
樂
を
作
る
者
あ
ら
ん
や
︒
(今
或
以
︑
天
下
未
壹
︑
非
興
禮
學
之
時
︒

言
似
是
而
非
︒
夫
儒
j
深
奧
︑
不
可
倉
卒
而
成
︒
古
之
俊
乂
︑
必
三
年
而
V
一
經
︒
比
須
寇
k
淸
夷
︑
天
下
l
泰
︑
然
後
修
之
︑
則
功
成
事
定
︑
誰
與
制

禮
作
樂
者
哉
︒
)

と
あ
り
︑
當
時
︑
中
原
恢
復
を
果
た
す
ま
で
は
﹁
禮
學
﹂
を
復
興
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
T
見
が
存
在
し
た
こ
と
︑
こ
れ
に
戴
邈
が
反
對
し
た

こ
と
な
ど
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
彼
が
﹁
禮
を
制
し
樂
を
作
る
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
4
料
中
の
﹁
禮
學
﹂
は
禮
だ
け
で
な
く

樂
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
︒
さ
ら
に
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
六
禮
志
三
に
︑
太
元
十
二
年

(
三
八
七
)
︑
�
堂
の
円
設
に
つ
い
て
�
議

を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
︑

詔
し
て
曰
は
く
︑
⁝
⁝
太
祖

虛
位
に
し
て
︑
�
堂

未
だ
円
た
ず
︒
⁝
⁝
n
ち
詳
議
す
べ
し
︑
と
︒
⁝
⁝
o
部
郞
王
忱

議
す
ら
く
︑
�

堂
は
天
に
則
り
地
に
象
る
︑
儀
觀
の
大
な
る
も
の
な
り
︒
宜
し
く
皇
居

舊
に
反
る
を
俟
ち
て
︑
然
る
後
之
を
修
む
べ
し
︑
と
︒
驃
騎
將

軍
會
稽
王
司
馬
j
子
・
尙
書
令
謝
石
の
T

忱
の
議
に
同
じ
︒
是
に
於
い
て
奉
行
す
る
も
一
に
改
む
る
E
無
し
︒
(
詔
曰
︑
⁝
⁝
太
祖
虛
位
︑

�
堂
未
建
︒
⁝
⁝
n
可
詳
議
︒
⁝
⁝
o
部
郞
王
忱
議
︑
�
堂
則
天
象
地
︑
儀
觀
之
大
︒
宜
俟
皇
居
反
舊
︑
然
後
修
之
︒
驃
騎
將
軍
會
稽
王
司
馬
j
子
・
尙

書
令
謝
石
T
同
忱
議
︒
於
是
奉
行
一
無
E
改
︒
)

と
あ
り
︑
o
部
郞
の
王
忱
が
西
晉
の
都
で
あ
る
洛
陽
を
奪
囘
し
て
か
ら
こ
れ
を
円
設
す
べ
し
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
彼
の
T
見
に
東

晉
孝
武
�
の
弟
で
あ
る
司
馬
j
子
︑
謝
安
の
弟
で
あ
る
謝
石
と
い
っ
た
當
時
の
重
臣
た
ち
も
贊
成
し
︑
結
局
﹁
一
に
改
む
る
E
無
し
﹂
で
あ
っ
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た
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
こ
の
と
き
に
お
い
て
も
中
原
恢
復
ま
で
國
家
儀
禮
を
整
備
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
者
は
政
權
內
に
お
い
て
決
し
て
少
數

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
劉
宋
孝
武
�
よ
り
/
に
國
家
儀
禮
が
=
く
整
備
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
現
實
に

は
當
時
︑
皇
�
の
居
E
が
あ
っ
た
こ
と
や
僑
民
の
土
着
�
な
ど
に
よ
っ
て
︑
徐
々
に
で
は
あ
る
江
南
に
お
い
て
國
家
儀
禮
を
整
備
す
べ
し
と
考

え
る
人
々
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た(16

)
︒
た
と
え
ば
郊
.
儀
禮
の
登
歌
に
つ
い
て
は
︑
先
に
み
た
東
晉
の
宗
.
の
ほ
か
に
劉
宋
	
�
の
元

嘉
二
十
二
年

(四
四
五
)
︑
南
郊
で
も
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る

(﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
)
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
後
p
の
劉
宋
孝
武
�
#
ま
で
肆
夏
以
下
を
備
え
た
宗
.
︑
南
郊
の
樂
曲
が
完
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
原
因
は
︑
や
は
り
王
�
が

中
原
恢
復
を
�
大
の
目
標
と
し
て
揭
げ
︑
円
康
が
そ
れ
を
果
た
す
ま
で
の
行
宮
の
地
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

つ
づ
い
て
︑
劉
宋
孝
武
�
#
に
�
樂
へ
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
孝
円
二
年

(四
五
五
)
に
お
け
る
$
司
の
上
奏
を
載
せ
て
︑

/
殿
中
曹
郞
荀
萬
秋

議
す
ら
く
︑
⁝
⁝
謂
へ
ら
く
郊
.

宜
し
く
備
樂
を
設
く
べ
し
︑
と
︒
(
/
殿
中
曹
郞
荀
萬
秋
議
︑
⁝
⁝
謂
郊
.
宜
設
備

樂
︒
)

と
あ
り
︑
荀
萬
秋
が
南
郊
︑
宗
.
の
�
樂
を
整
備
す
る
よ
う
円
議
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
こ
れ
に
對

す
る
顏
竣
の
議
を
載
せ
て
︑

郊
の
樂
$
る
は
︑
蓋
し
周
易
・
周
官
に
生
じ
︑
歷
代

議
を
著
し
︑
r
准
せ
ざ
る
莫
し
︒
⁝
⁝
之
を
衆
經
に
考
ふ
る
に
︑
郊
祀
に
樂
$
る

は
︑
未
だ
�
證
を
見
ず
︒
宗
.
の
禮
︑
事

載
籍
に
炳
ら
か
な
り
︒
⁝
⁝
今
ま
樂
曲

淪
滅
し
︑
知
�

世
に
希
な
る
も
︑
改
作
の
事
︑
臣

其
の
語
を
聞
く
︒
正
德
・
大
豫
︑
禮
容

具
さ
に
存
す
︒
宜
し
く
其
の
徽
號
を
殊
に
し
︑
s
り
て
之
を
用
ふ
べ
し
︒
(郊
之
$
樂
︑
蓋
生
周

易
・
周
官
︑
歷
代
著
議
︑
莫
不
r
准
︒
⁝
⁝
考
之
衆
經
︑
郊
祀
$
樂
︑
未
見
�
證
︒
宗
.
之
禮
︑
事
炳
載
籍
︒
⁝
⁝
今
樂
曲
淪
滅
︑
知
�
世
希
︑
改
作
之

事
︑
臣
聞
其
語
︒
正
德
・
大
豫
︑
禮
容
具
存
︑
宜
殊
其
徽
號
︑
s
而
用
之
︒
)
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と
あ
り
︑
南
郊
で
�
樂
が
演
奏
さ
れ
た
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の
が
漢
以
來
の
經
	
解
釋
の
C
り
か
ら
生
じ
て
お
り
t
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
︑
一
方
︑
宗
.
�
樂
の
演
奏
は
そ
の
事
例
が
確
9
で
き
る
の
で
西
晉
に
お
け
る
﹁
正
德
・
大
豫
﹂
と
い
う
舞
樂
を
改
名
の
上
︑
轉
用
す
べ
き

こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
4
料
に
は
南
郊
�
樂
の
存
在
の
否
定
と
い
う
�
ら
か
に
漢
以
來
の
傳
瓜
と
衣
な
る
見
解
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
︑

當
時
﹁
樂
曲

淪
滅
﹂
と
い
う
狀
況
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
右
と
先
に
揭
げ
た
﹁
禮
容
樂
器
︑
地
を
N
ひ
て
皆
な
盡
く
﹂︑﹁
郊
祀

F
に
樂

を
設
け
ず
﹂
と
い
っ
た
記
事
を
踏
ま
え
た
際
︑
こ
の
と
き
西
晉
の
南
郊
�
樂
は
す
で
に
滅
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
孝
円
二
年
の
議
で
+
用
さ
れ
た
の
は
︑
か
か
る
顏
竣
の
議
で
な
く
︑
�
の
弟
で
あ
る
円
l
王
宏
の
議
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑

﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
円
l
王
宏
の
議
を
載
せ
て
︑

郊
祀
の
樂
︑
復
た
別
名
無
く
︑
仍
り
て
宗
.
に
同
じ
く
す
る
の
み
︒
諸
を
漢
志
に
'
ぬ
る
に
︑
永
至
等
の
樂
︑
各
々
義
況
$
り
︑
宜
し
く

舊
に
仍
り
て
改
め
ざ
る
べ
し
︒
(郊
祀
之
樂
︑
無
復
別
名
︑
仍
同
宗
.
而
已
︒
'
諸
漢
志
︑
永
至
等
樂
︑
各
$
義
況
︑
宜
仍
舊
不
改
︒
)

と
あ
り
︑
こ
の
と
き
南
郊
の
樂
曲
を
宗
.
と
同
樣
に
す
べ
し
と
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
彼
の
T
見
は
兄
の
�
に
よ
っ
て
9
め
ら
れ
︑

劉
宋
で
は
後
	
に
︑

南
郊
を
祠
り

神
を
Y
ふ
る
に
︑
肆
夏
を
奏
す
︒
皇
�
初
め
登
壇
す
る
に
︑
登
哥
を
奏
す
︒
初
獻
す
る
に
︑
凱
容
・
宣
烈
の
舞
を
奏
す
︒

神
を
v
る
に
︑
肆
夏
を
奏
す
︒
.
を
祠
り

神
を
Y
ふ
る
に
︑
肆
夏
を
奏
す
︒
皇
�

.
門
に
入
る
に
︑
永
至
を
奏
す
︒
皇
�

東
壁
に
詣

る
に
︑
登
哥
を
奏
す
︒
初
獻
す
る
に
︑
凱
容
・
宣
烈
の
舞
を
奏
す
︒
P
獻
す
る
に
︑
永
安
を
奏
す
︒
神
を
v
る
に

肆
夏
を
奏
す
︒
(
祠
南

郊
Y
神
︑
奏
肆
夏
︒
皇
�
初
登
壇
︑
奏
登
哥
︒
初
獻
︑
奏
凱
容
・
宣
烈
之
舞
︒
v
神
︑
奏
肆
夏
︒
祠
.
Y
神
︑
奏
肆
夏
︒
皇
�
入
.
門
︑
奏
永
至
︒
皇
�

詣
東
壁
︑
奏
登
哥
︒
初
獻
︑
奏
凱
容
・
宣
烈
之
舞
︒
P
獻
︑
奏
永
安
︒
v
神
奏
肆
夏
︒
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
南
郊
で
Y
v
神
︑
皇
�
初
登
壇
︑
初
獻
を
行
う
と
き
︑
登
歌
に
く
わ
え
宗
.
に
も
用
い
ら
れ
た
肆
夏
と
呼
ば
れ
る
歌
曲
︑
凱

容
・
宣
烈
と
い
う
舞
樂
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
右
を
先
に
営
べ
た
靑
陽
・
朱
�
・
西
�
・
玄
冥
か
ら
な
る
後
漢
以
來
の
南
郊
�
樂
の

事
例
と
比
�
し
た
際
︑
そ
の
相
<
は
自
ず
か
ら
�
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
ご
と
く
︑
劉
宋
孝
武
�
の
と
き
そ
れ

― 48 ―

554



ま
で
の
中
國
王
�
の
傳
瓜
に
反
し
︑
宗
.
︑
南
郊
と
い
う
衣
な
る
儀
禮
の
閒
で
同
じ
樂
曲
が
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

右
は
円
l
王
宏
の
議
に
﹁
諸
を
漢
志
に
'
ぬ
る
に
︑
永
至
等
の
樂
︑
各
々
義
況
$
り
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
一
見
す
る
と
孝
円
二
年
に
お
い

て
い
ま
だ
殘
っ
て
い
た
漢
の
宗
.
�
樂
を
南
郊
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
儀
禮
に
も
液
用
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
4
料
に
﹁
永
至

等
の
樂
﹂
が
漢
か
ら
曹
魏
・
西
晉
を
へ
て
傳
わ
っ
た
と
す
る
の
で
な
く
︑﹁
漢
志
に
'
ぬ
る
に
︑
⁝
⁝
義
況
$
り
﹂
と
い
っ
た
獨
特
の
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
當
時
︑
漢
の
宗
.
�
樂
が
ど
こ
ま
で
殘
っ
て
い
た
か
は
疑
問
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
孝
武

�
#
の
�
樂
に
つ
い
て
は
︑﹃
南
齊
書
﹄
卷
四
六
蕭
惠
基
傳
に
︑

宋
大
�
よ
り
以
來
︑
聲
曳
の
尙
ぶ
E
︑
o
・
衞
の
淫
俗
多
く
︑
�
樂
正
聲
︑
好
き
者
$
る
こ
と
鮮
し
︒
(
自
宋
大
�
以
來
︑
聲
曳
E
尙
︑
多

o
・
衞
淫
俗
︑
�
樂
正
聲
︑
鮮
$
好
者
︒
)

と
あ
り
︑
こ
の
頃
か
ら
國
家
儀
禮
に
用
い
る
�
樂
の
質
が
低
下
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
增
田
淸
秀
氏
は
劉
宋
の
�
樂
に
つ
い
て
︑

開
國
後
︑
三
十
五
年
も
經
た
孝
武
�
の
孝
円
二
年

(四
五
五
年
)
に
︑
荀
萬
秋
の
円
議
に
よ
っ
て
︑
漸
く
郊
.
用
の
�
樂
が
備
え
ら
れ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
�
樂
と
は
︑
魏
・
晉
以
來
の
俗
樂
で
あ
っ
た
︒

と
し
て
お
ら
れ
る(17

)
︒
こ
こ
で
い
う
俗
樂
と
は
民
閒
�
樂
の
こ
と
で
あ
り
︑
�
樂
と
截
然
と
區
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
筆
者
は
增
田
氏
の
見

解
に
贊
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
と
す
れ
ば
劉
宋
に
お
け
る
宗
.
の
�
樂
は
/
の
王
�
の
�
樂
を
復
活
し
た
の
で
な
く
︑
そ
こ
に
本
來
︑
衣
な

る
�
樂
で
あ
る
民
閒
�
樂
を
�
入
し
怨
た
な
�
樂
と
し
て
創
D
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
︒

以
上
の
考
察
よ
り
︑
東
晉
で
は
西
晉
末
の
混
亂
に
く
わ
え
︑
中
原
恢
復
ま
で
國
家
儀
禮
の
整
備
を
�
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
西
晉
の
�
樂
が
喪
失
・
忘
却
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
を
補
う
べ
く
劉
宋
に
お
い
て
�
樂
を
整
備
す
る
際
︑
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
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第
二
違

民
閒
�
樂
の
�
入
と
尺
度
の
關
係

本
違
で
は
劉
宋
に
お
い
て
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
た
際
︑
そ
れ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
民
閒
の
尺
度
が
公
式
に
+
用
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
営
べ
る
︒

劉
宋
に
お
け
る
民
閒
の
尺
度
の
公
式
+
用
に
つ
い
て
は
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
︑
審
度
の
條
に
︑
劉
宋
の
尺
度
に
つ
い
て
︑

宋
氏
尺
︑
⁝
⁝
錢
樂
之
の
渾
天
儀
尺
な
り
︒
⁝
⁝
此
れ
宋
代

人
閒
に
用
ふ
る
E
の
尺
︑
傳
は
り
て
齊
・
梁
・
陳
に
入
り
︑
以
て
樂
律
を

制
す
︒
(宋
氏
尺
︑
⁝
⁝
錢
樂
之
渾
天
儀
尺
︒
⁝
⁝
此
宋
代
人
閒
E
用
尺
︑
傳
入
齊
・
梁
・
陳
︑
以
制
樂
律
︒
)

と
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
宋
氏
尺
﹂
(荀
勖
尺
一
尺
に
比
し
て
一
尺
六
分
四
釐
)
と
よ
ば
れ
錢
樂
之
が
渾
天
儀
を
つ
く
っ
た
際
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
︑
こ

れ
は
も
と
も
と
民
閒
で
も
ち
い
て
い
た
尺
度
で
あ
り
︑
つ
づ
く
南
齊
︑
梁
︑
陳
に
傳
え
ら
れ
︑
王
�
の
﹁
樂
律
﹂
す
な
わ
ち
�
樂
の
�
;
を
定

め
る
際
に
も
w
用
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
先
行
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
宋
氏
尺
は
西
晉
の
民
閒
に
お
け
る
尺
度
が
東
晉
を
へ
て

繼
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
り(18

)
︑
荀
勖
の
尺
度
と
比
�
し
た
際
︑
そ
の
�
;
は
一
律

(現
代
�
樂
で
い
う
�
�
)
ほ
ど
低
い
も
の
で
あ
っ
た(19

)
︒
つ
ま
り
︑

西
晉
と
劉
宋
の
�
樂
で
は
樂
曲
�
成
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
�
;
と
い
う
點
か
ら
み
て
も
や
は
り
斷
絕
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒

右
の
4
料
に
み
え
る
錢
樂
之
の
渾
天
儀
に
つ
い
て
︑﹃
宋
書
﹄
卷
二
三
天
	
志
一
に
︑
元
嘉
十
三
年

(四
三
六
)
の
こ
と
と
し
て

太
4
令
錢
樂
之
に
詔
し
x
め
て
渾
儀
を
鑄
し
む
︒
徑
六
尺
八
分
少
︑
周
一
丈
八
尺
二
寸
六
分
少
な
り
︒
(詔
太
4
令
錢
樂
之
x
鑄
渾
儀
︒
徑
六

尺
八
分
少
︑
周
一
丈
八
尺
二
寸
六
分
少
︒
)

と
あ
る
︒
一
方
︑
元
嘉
九
年
お
よ
び
十
四
年
︑
怨
た
に
黃
鍾
箱
笛
を
は
じ
め
と
す
る
尺
度
が
決
め
ら
れ
て
い
る
が

(﹃
宋
書
﹄
卷
一
一
律
曆
志
上
)
︑

先
に
揭
げ
た
律
曆
志
︑
天
	
志
の
記
事
を
も
踏
ま
え
る
と
︑
こ
の
こ
ろ
か
ら
�
樂
の
G
律
に
宋
氏
尺
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
よ

う
︒
す
な
わ
ち
︑
民
閒
�
樂
の
�
入
に
先
立
ち
︑
宋
氏
尺
が
王
�
に
よ
り
公
式
に
�
樂
の
G
律
を
お
こ
な
う
尺
度
と
し
て
+
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
�
樂
と
�
;
の
緊
密
な
關
係
を
踏
ま
え
る
と
︑
右
が
單
な
る
偶
然
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
︒
と
す
れ
ば
︑
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民
閒
�
樂
の
�
入
と
宋
氏
尺
の
+
用
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

い
ま
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
鞞
舞
︑
拂
舞
︑
雜
舞
の
�
樂
�
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
よ
う
︒
/
違
で
営
べ
た
よ
う
に
劉
宋
孝
武
�
#
に
は
民
閒

�
樂
の
�
入
が
本
格
�
す
る
が
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
そ
の
大
�
年
閒
の
こ
と
と
し
て
︑

孝
武
大
�
中
︑
鞞
・
拂
・
雜
舞
を
以
て
之
を
鍾
石
に
合
は
せ
︑
殿
庭
に
施
す
︒
(孝
武
大
�
中
︑
以
鞞
・
拂
・
雜
舞
合
之
鍾
石
︑
施
於
殿
庭
︒
)

と
あ
り
︑
�
樂
に
も
ち
い
る
樂
器
で
あ
る
﹁
鍾
石
﹂
(金
屬
・
石
製
の
打
樂
器
)
の
演
奏
に
合
わ
せ
︑
鞞
舞
︑
拂
舞
︑
雜
舞
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
元
嘉
年
閒
に
民
閒
尺
度
が
公
式
に
+
用
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
際
︑
こ
の
﹁
鍾
石
﹂
は
宋
氏
尺
に
よ
る

G
律
を
へ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
︒
ま
た
﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑

晉
の
鞞
舞
哥
も
亦
た
五
@
に
し
て
︑
⁝
⁝
竝
び
に
元
會
に
陳
す
︒
⁝
⁝
江
左
の
初
め
︑
印
た
拂
舞
$
り
︒
⁝
⁝
皆
な
殿
庭
に
陳
す
︒
(晉

鞞
舞
哥
亦
五
@
︑
⁝
⁝
竝
陳
於
元
會
︒
⁝
⁝
江
左
初
︑
印
$
拂
舞
︒
⁝
⁝
皆
陳
於
殿
庭
︒
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
う
し
た
舞
曲
は
元
旦
の
元
會
儀
禮
に
お
い
て
殿
庭
で
舞
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
う
ち
鞞
舞
︑
拂
舞
は
︑
吳
聲
︑
楚
聲
と
よ
ば
れ
る
江
南
の
民
閒
�
樂
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
っ
た(20

)
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
か
か
る
舞
曲
の
�

;
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
由
來
か
ら
考
え
て
も
と
も
と
民
閒
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
よ
う
︒
ま
た
︑
雜
舞
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋
書
﹄

卷
一
九
樂
志
一
に
︑

印
た
西
・
傖
・
羌
・
胡
の
諸
雜
舞
$
り
︒
⁝
⁝
哥
詞

多
く
淫
哇
に
し
て
典
正
な
ら
ず
︒
(
印
$
西
・
傖
・
羌
・
胡
諸
雜
舞
︒
⁝
⁝
哥
詞
多
淫
哇

不
典
正
︒
)

と
あ
り
︑
そ
の
歌
詞
が
﹁
多
く
淫
哇
に
し
て
典
正
な
ら
ず
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
歌
詞
の
內
容
か
ら
み
て
︑
や
は
り
元

來
︑
民
閒
�
樂
の
尺
度
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
鞞
舞
︑
拂
舞
︑
雜
舞
の
�
;
は
も
と
も
と
民
閒
の
も
の
で
あ
っ
た
が
︑

孝
武
�
#
に
至
っ
て
そ
う
し
た
�
樂
に
本
來
︑
�
樂
に
用
い
る
べ
き
﹁
鍾
石
﹂
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
鞞
舞
︑
拂
舞
に
關
聯
し
て
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑
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宋
の
�
�

自
ら
舞
曲
の
哥
詞
を
改
め
︑
幷
び
に
7
臣
|
龢
に
詔
し
て
竝
び
に
作
ら
し
む
︒
(宋
�
�
自
改
舞
曲
哥
詞
︑
幷
詔
7
臣
|
龢
竝
作
︒
)

と
あ
り
︑
�
�
が
か
か
る
舞
曲
の
歌
詞
を
改
め
︑
そ
れ
に
7
臣
の
|
龢
も
あ
ず
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
宋
書
﹄
卷
二
二
樂
志
四
に

よ
れ
ば
︑
右
の
記
事
は
�
�
が
|
龢
と
と
も
に
︑
鞞
舞
の
洪
業
@
・
天
命
@
・
�
君
@
を
そ
れ
ぞ
れ
皇
業
頌
・
~
祖
頌
・
�
君
大
�
に
︑
拂
舞

の
白
鳩
@
・
濟
濟
@
・
獨
祿
@
・
碣
石
@
を
そ
れ
ぞ
れ
天
符
頌
・
�
德
頌
・
�
圖
頌
・
龍
�
大
�
に
改
作
し
た
こ
と
を
営
べ
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
鞞
舞
︑
拂
舞
を
﹁
頌
﹂
(宗
.
の
歌
)
︑﹁
大
�
﹂
(
�
廷
の
�
樂
)
の
ご
と
き
詩
經
の
@
目
に
な
ら
い
改
名
し
た
の
は
︑
孝
武
�
の
と

き
そ
れ
に
合
わ
せ
宋
氏
尺
に
よ
る
G
律
を
へ
た
﹁
鍾
石
﹂
が
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
�
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

右
は
宋
氏
尺
の
公
式
+
用
を
へ
て
鞞
舞
を
は
じ
め
と
す
る
民
閒
�
樂
に
�
樂
�
と
も
い
う
べ
き
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
︑
こ

う
し
た
こ
と
は
民
閒
�
樂
の
�
入
と
宋
氏
尺
の
+
用
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
す
る
私
見
を
荏
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
︒

で
は
民
閒
と
衣
な
る
尺
度
を
+
用
せ
ん
と
し
た
場
合
︑
�
樂
整
備
は
ど
の
よ
う
な
狀
況
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ま
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑

梁
武
�
が
宋
氏
尺
に
代
わ
り
︑
法
尺
と
よ
ば
れ
る
怨
た
な
尺
度
を
�
樂
に
用
い
よ
う
と
し
た
事
例
を
手
が
か
り
に
見
て
み
た
い
︒

さ
て
︑
梁
武
�
は
怨
た
に
荀
勖
の
尺
度
と
同
樣
の
長
さ

(荀
勖
尺
一
尺
に
比
し
て
一
尺
七
釐
)
の
法
尺
を
つ
く
り
�
樂
に
用
い
ん
と
し
た
︒
す

な
わ
ち
﹃
玉
海
﹄
卷
八
梁
怨
尺
の
條
に
引
く
梁
武
�
﹁
鍾
律
雲
辨
宗
﹂
に
︑

:
衣

云
へ
ら
く
︑
上
よ
り
相
ひ
承
け
︑
周
の
時
の
銅
尺
一
枚
・
古
の
玉
律
八
枚
$
り
︑
と
︒
尺

復
た
存
せ
ず
︒
夾
鍾
の
玉
琯
に
︑
昔
の

題
刻
$
り
︒
迺
ち
制
し
て
尺
と
爲
し
︑
以
て
相
ひ
參
驗
す
︒
⁝
⁝
今
ま
鍾
を
爲
る
者
︑
能
く
齊
を
取
る
莫
し
︒
律
管
の
妙
︑
能
く
知
る
こ

と
$
る
も
の
罕
な
り
︒
京
g
の
準
法
︑
傳
は
る
も
曉
ら
か
な
る
こ
と
莫
し
︒
今
ま
怨
尺
を
以
て
分
毫
を
證
し
︑
製
し
て
四
器
を
爲
り
︑
之

に
名
づ
け
て
V
と
爲
す
︒
(
:
衣
云
︑
從
上
相
承
︑
$
周
時
銅
尺
一
枚
・
古
玉
律
八
枚
︒
尺
不
復
存
︒
夾
鍾
玉
琯
︑
$
昔
題
刻
︒
迺
制
爲
尺
︑
以
相
參

驗
︒
⁝
⁝
今
爲
鍾
者
︑
莫
能
取
齊
︒
律
管
之
妙
︑
罕
$
能
知
︒
京
g
準
法
︑
傳
而
莫
曉
︒
今
以
怨
尺
證
分
毫
︑
製
爲
四
器
︑
名
之
爲
V
︒
)

と
あ
り
︑
武
�
が
傳
來
の
玉
琯
に
も
と
づ
き
︑
�
樂
用
に
怨
し
い
尺
度
で
あ
る
法
尺
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒﹃
隋
書
﹄
卷
一

三
�
樂
志
上
に
︑
梁
の
初
め
の
こ
と
を
載
せ
て
︑
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梁
氏
の
初
め
︑
樂

齊
の
舊
に
緣
る
︒
武
�

古
樂
を
弘
め
ん
と
思
ひ
︑
天
監
元
年
︑
F
に
詔
を
下
し
て
百
僚
に
訪
ふ
︒
⁝
⁝
是
の
時

樂

に
對
ふ
る
者
七
十
八
家
︑
咸
な
多
く
液
略
を
引
き
︑
其
の
詞
を
浩
蕩
し
て
︑
皆
な
樂
の
宜
し
く
改
む
べ
き
を
言
ふ
も
︑
樂
を
改
む
る
の
法

を
言
は
ず
︒
�

旣
に
素
よ
り
鍾
律
を
善
く
し
︑
舊
事
を
詳
悉
す
れ
ば
︑
F
に
自
ら
禮
樂
を
制
定
し
︑
印
た
立
て
て
四
器
を
爲
り
︑
之
に

名
づ
け
て
V
と
爲
す
︒
(梁
氏
之
初
︑
樂
緣
齊
舊
︒
武
�
思
弘
古
樂
︑
天
監
元
年
︑
F
下
詔
訪
百
僚
︒
⁝
⁝
是
時
對
樂
者
七
十
八
家
︑
咸
多
引
液
略
︑

浩
蕩
其
詞
︑
皆
言
樂
之
宜
改
︑
不
言
改
樂
之
法
︒
�
旣
素
善
鍾
律
︑
詳
悉
舊
事
︑
F
自
制
定
禮
樂
︑
印
立
爲
四
器
︑
名
之
爲
V
︒
)

と
あ
り
︑
武
�
が
﹁
古
樂
﹂
を
行
う
べ
く
四
器
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
四
器
と
は
﹃
隋
書
﹄
�
樂
志
下
	
の
﹁
玄
英
V
﹂︑

﹁
靑
陽
V
﹂︑﹁
朱
�
V
﹂︑﹁
白
藏
V
﹂
を
指
す
が
︑﹃
玉
海
﹄
に
も
こ
の
語
が
み
え
る
こ
と
か
ら
︑
法
尺
は
天
監
年
閒
に
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
大

�
な
い
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
に
︑
法
尺
に
つ
い
て
︑

未
だ
改
制
す
る
に
K
ば
す
し
て
︑
侯
景
の
亂
に
�
ふ
︒
(未
K
改
制
︑
�
侯
景
亂
︒
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
結
局
︑
天
監
年
閒
か
ら
侯
景
の
亂
ま
で
の
ほ
ぼ
四
十
年
に
わ
た
っ
て
︑
�
樂
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
梁
武
�
は

�
樂
に
詳
し
く
著
作
も
殘
し
て
い
る

(﹃
隋
書
﹄
卷
三
二
經
籍
志
一
︑
樂
の
條
)
︒
そ
の
�
で
さ
え
宋
氏
尺
に
つ
い
て
﹁
此
れ
宋
代

人
閒
に
用
ふ
る

E
の
尺
︑
傳
は
り
て
齊
・
梁
・
陳
に
入
り
︑
以
て
樂
律
を
制
す
﹂
(﹃
隋
書
﹄
律
曆
志
上
︑
審
度
の
條
)
と
あ
る
よ
う
に
︑
天
監
年
閒
か
ら
侯
景
の

亂
ま
で
の
ほ
ぼ
四
十
年
に
わ
た
っ
て
︑
法
尺
を
�
樂
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
ま
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

先
に
揭
げ
た
4
料
に
は
︑﹁
今
ま
鍾
を
爲
る
者
︑
能
く
齊
を
取
る
莫
し
︒
律
管
の
妙
︑
能
く
知
る
こ
と
$
る
も
の
罕
な
り
︒
京
g
の
準
法
︑
傳

は
る
も
曉
ら
か
な
る
こ
と
莫
し
﹂︑﹁
樂
に
對
ふ
る
者

七
十
八
家
︑
⁝
⁝
皆
な
樂
の
宜
し
く
改
む
べ
き
を
言
ふ
も
︑
樂
を
改
む
る
の
法
を
言
は

ず
﹂
と
い
う
狀
況
が
存
在
し
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
︑
當
時
︑
�
樂
に
詳
し
い
者
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
點

に
關
聯
し
て
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
に
引
く
梁
武
�
﹁
鍾
律
雲
﹂
に
︑
武
�
が
法
尺
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
営
べ
た
後
︑

且
つ
夫
れ
聲
を
驗
べ
政
を
改
む
れ
ば
︑
則
ち
五
�
六
律
︑
差
舛
す
べ
き
に
非
ず
︒
工
其
の
�
を
守
り
︑
儒
其
の
	
を
執
る
も
︑
年
を
歷
る
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こ
と
永
久
く
︑
�
て
て
V
ぜ
ず
︒
樂
奏
を
論
ず
る
無
く
︑
之
を
求
む
る
も
缺
く
こ
と
多
し
︒
假
w
ひ
具
さ
に
存
す
と
も
︑
亦
た
用
ふ
べ
か

ら
ず
︒
周
頌
・
漢
歌
︑
各
々

功
德
を
敍
ぶ
︒
豈
に
容
に
復
た
後
王
に
施
し
︑
以
て
名
實
を
濫
す
べ
け
ん
や
︒
今
ま
�
ね
詳
論
し
︑
以
て

E
見
を
言
ふ
︒
幷
び
に
百
司
に
詔
し
︑
以
て
厥
の
中
を
求
む
︒
(且
夫
驗
聲
改
政
︑
則
五
�
六
律
︑
非
可
差
舛
︒
工
守
其
�
︑
儒
執
其
	
︑
歷
年
永

久
︑
�
而
不
V
︒
無
論
樂
奏
︑
求
之
多
缺
︒
假
w
具
存
︑
亦
不
可
用
︒
周
頌
・
漢
歌
︑
各
敍
功
德
︒
豈
容
復
施
後
王
︑
以
濫
名
實
︒
今
�
詳
論
︑
以
言
E

見
︒
幷
詔
百
司
︑
以
求
厥
中
︒
)

と
あ
り
︑
百
司
に
も
T
見
を
出
す
よ
う
詔
し
た
際
︑
や
は
り
﹁
樂
奏
を
論
ず
る
無
く
︑
之
を
求
む
る
も
缺
く
こ
と
多
し
﹂
と
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
樂
奏
を
論
ず
る
無
く
︑
之
を
求
む
る
も
缺
く
こ
と
多
し
﹂
と
い
っ
た
狀
況
は
孝
円
二
年
に
お
け
る
顏
竣
の
議
︑
す
な
わ
ち

﹁
今
ま
樂
曲

淪
滅
し
て
︑
知
�

世
に
希
な
る
も
︑
改
作
の
事
︑
臣
其
の
語
を
聞
く
﹂
と
共
V
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
/
違
で
営
べ
た
こ
と
を

踏
ま
え
た
際
︑
そ
う
し
た
背
景
に
は
や
は
り
西
晉
末
の
混
亂
が
あ
っ
た
と
し
て
大
�
な
い
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
﹃
隋
書
﹄
卷
一
三
�
樂
志
上
に
︑
天
監
元
年

(五
〇
二
)
に
お
け
る
�
の
詔
を
�
け
た
沈
J
の
奏
答
を
載
せ
て
︑

陛
下

至
~
の
德
を
以
て
︑
樂
推
の
符
に
應
ず
れ
ば
︑
實
に
宜
し
く
樂
を
作
り
德
を
崇
び
︑
上
�
に
殷
薦
す
べ
し
︒
而
る
に
樂
書

淪
)
し
︑

'
案
す
る
も
E
無
し
︒
(陛
下
以
至
~
之
德
︑
應
樂
推
之
符
︑
實
宜
作
樂
崇
德
︑
殷
薦
上
�
︒
而
樂
書
淪
)
︑
'
案
無
E
︒
)

と
あ
り
︑
�
樂
を
改
革
せ
ん
と
す
る
武
�
に
對
し
︑
沈
J
が
當
時
﹁
樂
書

淪
)
し
︑
'
案
す
る
も
E
無
し
﹂
と
営
べ
た
こ
と
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
右
の
﹁
樂
書

淪
)
し
︑
'
案
す
る
も
E
無
し
﹂
に
關
聯
し
て
︑﹃
隋
書
﹄
卷
三
二
經
籍
志
一
序
に
︑

惠
・
懷
の
亂
︑
京
華

蕩
�
し
︑
渠
閣
の
	
籍
︑
孑
�
$
る
靡
し
︒
(惠
・
懷
之
亂
︑
京
華
蕩
�
︑
渠
閣
	
籍
︑
靡
$
孑
�
︒
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
こ
に
は
﹁
樂
奏
﹂
と
同
樣
︑
西
晉
末
の
混
亂
が
深
く
關
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

冒
頭
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
荀
勖
に
よ
る
�
樂
の
尺
度
は
宋
氏
尺
よ
り
も
一
律

(
�
�
)
高
い
�
;
を
奏
で
た
︒
�
樂
と
�
;
は
分
か
ち
が
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
に
︑
當
然
︑
西
晉
の
﹁
樂
奏
﹂︑﹁
樂
書
﹂
は
こ
の
一
律
高
い
�
;
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
か
り
に

そ
う
し
た
﹁
樂
奏
﹂︑﹁
樂
書
﹂
が
參
考
に
値
す
る
ほ
ど
多
く
殘
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
同
樣
の
�
;
を
奏
で
る
法
尺
に
よ
る
�
樂
が
四
十
年
を
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へ
て
も
完
成
し
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
右
は
西
晉
の
﹁
樂
奏
﹂︑﹁
樂
書
﹂
が
失
わ
れ
て
い
る
狀
況
の
な
か

で
荀
勖
と
同
樣
の
尺
度
に
よ
り
�
樂
を
再
円
せ
ん
と
し
た
際
︑
ほ
ぼ
一
か
ら
す
べ
て
作
り
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
�
樂
に
詳
し
い
梁
武
�

で
さ
え
四
十
年
か
け
て
も
完
成
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
膨
大
な
時
閒
を
必
�
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
︒

で
は
︑
宋
氏
尺
を
+
用
し
た
場
合
︑
�
樂
整
備
の
#
閒
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
先
に
み
た
よ
う
に
︑
宋
氏
尺
は
元
嘉
九
～
十

四
年

(四
三
二
～
四
三
七
)
ご
ろ
�
樂
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
九
樂
志
一
に
︑

元
嘉
十
八
年
九
�
︑
$
司
奏
す
ら
く
︑
二
郊

宜
し
く
登
哥
を
奏
す
べ
し
︑
と
︒
印
た
宗
.
の
舞
事
を
議
し
︑
錄
尙
書
・
江
夏
王
義
恭
等

十
二
人

議
を
立
つ
る
こ
と
同
じ
き
も
︑
未
だ
列
奏
す
る
に
K
ば
ず
し
て
︑
軍
興
る
に
値
た
り
事
寢
む
︒
二
十
二
年
︑
南
郊
︑
始
め
て
登

哥
を
設
け
︑
御
4
中
丞
顏
�
之
に
詔
し
て
哥
詩
を
D
ら
し
む
︒
(元
嘉
十
八
年
九
�
︑
$
司
奏
︑
二
郊
宜
奏
登
哥
︒
印
議
宗
.
舞
事
︑
錄
尙
書
・
江

夏
王
義
恭
等
十
二
人
立
議
同
︑
未
K
列
奏
︑
値
軍
興
事
寢
︒
二
十
二
年
︑
南
郊
︑
始
設
登
哥
︑
詔
御
4
中
丞
顏
�
之
D
哥
詩
︒
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
元
嘉
十
八
年
︑
南
北
郊
の
登
歌
︑
宗
.
の
舞
樂
を
整
備
す
る
よ
う
上
奏
が
あ
り
︑
こ
の
と
き
は
﹁
軍

興
る
に
値
た
り
﹂
中

止
さ
れ
た
が
︑
元
嘉
二
十
二
年
に
至
っ
て
︑
南
郊
で
登
歌
が
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

右
の
4
料
に
み
え
る
﹁
軍

興
る
に
値
た
り
﹂
と
は
元
嘉
十
八
年
に
お
こ
っ
た
仇
池
︑
晉
寧
太
守
の
爨
松
子
に
よ
る
軍
事
行
動
へ
の
對
處
で

あ
る
が
︑
こ
の
ほ
か
	
�
#
の
重
�
な
戰
爭
と
し
て
三
度
に
わ
た
る
北
伐
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
	
�
は
こ
う
し
た
事
態
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

宋
氏
尺
を
�
樂
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
十
年
ほ
ど
し
て
︑
東
晉
以
來
︑
�
樂
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
南
郊(21

)
の
登
歌
を
つ
く
っ
た
の

で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
民
閒
�
樂
の
�
入
が
本
格
�
し
た
孝
武
�
の
治
世
に
お
い
て
は
︑
先
の
顏
竣
傳
の
記
事
に
﹁
今
ま
樂
曲

淪
滅
し
て
︑
知
�

世
に

希
な
る
も
︑
改
作
の
事
︑
臣
其
の
語
を
聞
く
﹂
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
$
司
の
上
奏
が
な
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
年

(孝
円
二
年
)
に
南
郊
︑

宗
.
の
�
樂
が
完
成
し
て
い
る
︒
右
は
宋
氏
尺
を
+
用
し
た
上
で
そ
れ
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
民
閒
�
樂
を
�
入
す
れ
ば
︑
短
#
閒
の
う

ち
に
�
樂
の
整
備
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
よ
う(22

)
︒
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以
上
の
考
察
よ
り
︑
西
晉
と
劉
宋
の
�
樂
で
は
樂
曲
�
成
の
み
で
な
く
�
;
と
い
う
點
か
ら
み
て
も
斷
絕
が
存
在
し
た
が
︑
そ
の
原
因
は
民

閒
�
樂
の
�
入
と
宋
氏
尺
の
+
用
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
違

宋
氏
尺
の
由
來
と
影
長

本
違
で
は
劉
宋
王
�
が
宋
氏
尺
の
+
用
を
正
瓜
�
す
る
狙
い
も
あ
っ
て
︑
そ
の
由
來
が
後
漢
の
張
衡
の
手
に
な
り
︑
夏
至
の
影
長
が
天
下
の

中
心
を
示
す
一
尺
五
寸
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
営
べ
る
︒

ま
ず
宋
氏
尺
が
張
衡
の
手
に
な
る
渾
天
儀
に
由
來
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒﹃
隋
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
︑
審
度
の
條

に
引
く
梁
武
�
﹁
鍾
律
雲
﹂
に
︑

宋
武

中
原
を
l
げ
︑
渾
天
儀
・
土
圭
を
v
る
︒
是
れ
張
衡
の
作
る
E
な
り
と
云
ふ
︒
渾
儀
の
銘
題
を
驗
ぶ
る
に
︑
是
れ
光
初
四
年
の
鑄

な
り
︒
土
圭

是
れ
光
初
八
年
の
作
な
り
︒
竝
び
に
是
れ
劉
�
の
制
す
る
E
に
し
て
︑
張
衡
に
非
ざ
る
な
り
︒
(
宋
武
l
中
原
︑
v
渾
天
儀
・

土
圭
︒
云
是
張
衡
E
作
︒
驗
渾
儀
銘
題
︑
是
光
初
四
年
鑄
︒
土
圭
是
光
初
八
年
作
︒
竝
是
劉
�
E
制
︑
非
張
衡
也
︒
)

と
あ
り
︑
劉
裕

(の
ち
の
劉
宋
武
�
)
が
長
安
l
定
の
際
に
得
た
渾
天
儀
お
よ
び
土
圭
を
円
康
に
v
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
は
天
	
︑
曆
算
に
V
じ

た
後
漢
の
張
衡
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
︑
し
か
し
︑
實
際
︑
そ
の
銘
	
に
は
渾
天
儀
が
光
初
四
年

(三
二
一
)
︑
土
圭
が

光
初
八
年
に
つ
く
ら
れ
た
と
刻
ま
れ
て
お
り
︑
兩
者
が
と
も
に
/
趙
の
劉
�
の
と
き
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
先

に
一
部
揭
げ
た
﹃
隋
書
﹄
律
曆
志
上
︑
審
度
の
條
に
︑

宋
氏
尺
︑
⁝
⁝
錢
樂
之
の
渾
天
儀
尺
な
り
︒
⁝
⁝
此
れ
宋
代

人
閒
に
用
ふ
る
E
の
尺
︑
傳
は
り
て
齊
・
梁
・
陳
に
入
り
︑
以
て
樂
律
を

制
す
︒
晉
後
尺
K
び
梁
の
時
の
俗
尺
・
劉
�
の
渾
天
儀
尺
と
︑
略
ぼ
相
ひ
依
7
す
︒
當
に
人
閒
に
恆
に
用
ひ
ら
れ
︑
增
損
訛
替
の
致
す
E

に
由
る
べ
き
な
り
︒
(宋
氏
尺
︑
⁝
⁝
錢
樂
之
渾
天
儀
尺
︒
⁝
⁝
此
宋
代
人
閒
E
用
尺
︑
傳
入
齊
・
梁
・
陳
︑
以
制
樂
律
︒
與
晉
後
尺
K
梁
時
俗
尺
・
劉

�
渾
天
儀
尺
︑
略
相
依
7
︒
當
由
人
閒
恆
用
︑
增
損
訛
替
之
E
致
也
︒
)
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と
あ
り
︑
こ
う
し
た
/
趙
の
渾
天
儀
に
用
い
ら
れ
た
尺
度
が
宋
氏
尺
と
同
樣
に
民
閒
の
尺
度
の
液
れ
を
く
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ

て
い
る(

23
)

︒

さ
ら
に
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
九
天
	
志
上
︑
渾
天
儀
の
條
に
︑
先
に
揭
げ
た
梁
武
�
﹁
鍾
律
雲
﹂
と
同
樣
の
內
容
を
載
せ
て
︑

梁
の
華
林
重
雲
殿
の
/
に
置
く
E
の
銅
儀
︑
⁝
⁝
其
の
鑴
題
を
檢
ぶ
る
に
︑
是
れ
僞
劉
�
の
光
初
六
年
︑
4
官
丞

南
陽
の
孔
挺
の
D
る

E
に
し
て
︑
則
ち
古
の
渾
儀
の
法
な
る
者
な
り
︒
而
る
に
宋
の
御
4
中
丞
何
承
天
K
び
太
中
大
夫
徐
爰
︑
各
々

宋
4
を
著
し
︑
咸
な
以

爲
ら
く
卽
ち
張
衡
の
D
る
E
に
し
て
︑
其
の
儀

略
ぼ
天
狀
を
舉
ぐ
る
も
︑
而
も
經
星
七
�
を
綴
ら
ず
︒
魏
・
晉

喪
亂
し
︑
西
戎
に
沈
沒

す
︒
義
熙
十
四
年
︑
宋
の
高
祖

咸
陽
を
定
め
て
之
を
得
︑
と
︒
梁
の
尙
書
沈
J

宋
4
を
著
す
も
︑
亦
た
然
り
と
云
ふ
︒
皆
な
之
を
失
ふ

こ
と
c
き
な
り
︒
(梁
華
林
重
雲
殿
/
E
置
銅
儀
︑
⁝
⁝
檢
其
鑴
題
︑
是
僞
劉
�
光
初
六
年
︑
4
官
丞
南
陽
孔
挺
E
D
︑
則
古
之
渾
儀
之
法
者
也
︒
而
宋

御
4
中
丞
何
承
天
K
太
中
大
夫
徐
爰
︑
各
著
宋
4
︑
咸
以
爲
卽
張
衡
E
D
︑
其
儀
略
舉
天
狀
︑
而
不
綴
經
星
七
�
︒
魏
・
晉
喪
亂
︑
沈
沒
西
戎
︒
義
熙
十

四
年
︑
宋
高
祖
定
咸
陽
得
之
︒
梁
尙
書
沈
J
著
宋
4
︑
亦
云
然
︒
皆
失
之
c
矣
︒
)

と
あ
り
︑
梁
の
と
き
華
林
園
の
重
雲
殿
の
/
に
渾
天
儀
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
︑
そ
こ
に
は
劉
�
の
光
初
六
年
︑
4
官
丞
で
あ
る
孔
挺
が
つ

く
っ
た
と
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
	
�
#
の
何
承
天
︑
つ
づ
く
孝
武
�
#
の
徐
爰
が
著
し
た
劉
宋
の
4
書
に
は
や
は
り
張

衡
が
つ
く
っ
た
も
の
で
曹
魏
︑
西
晉
に
傳
わ
っ
た
も
の
の
︑
そ
の
後
の
華
北
に
お
け
る
混
亂
の
な
か
で
西
戎
の
手
に
お
ち
︑
義
煕
十
四
年

(四

一
八
)
︑
劉
裕
が
長
安
を
l
定
し
た
際
︑
獲
得
し
た
と
い
っ
て
い
る
こ
と
︑
彼
ら
の
後
を
う
け
た
沈
J
に
よ
る
﹃
宋
書
﹄
に
も
同
樣
の
事
�
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
/
趙
の
渾
天
儀
は
そ
の
製
D
年
に
つ
い
て
﹁
鍾
律
雲
﹂
が
光
初
四
年
︑
天
	
志
が
光
初
六
年

と
相
<
し
て
い
る
も
の
の
︑
年
號
が
共
V
し
て
い
る
こ
と
か
ら
か
ら
少
な
く
と
も
劉
�
の
光
初
年
閒
に
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
大
�
な
い
で
あ
ろ

う
︒天

	
志
で
言
K
さ
れ
て
い
る
沈
J
﹃
宋
書
﹄
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
二
三
天
	
志
一
に
︑

衡
の
D
る
E
の
渾
儀
︑
傳
は
り
て
魏
・
晉
に
至
り
︑
中
華

�
敗
し
︑
戎
虜
に
沈
沒
す
︒
(
陸
)
績
・
(王
)
蕃
の
舊
器
も
︑
亦
た
復
た
存
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せ
ず
︒
晉
の
安
�
義
熙
十
四
年
︑
高
祖

長
安
を
l
げ
︑
衡
の
舊
器
を
得
︒
儀
狀

舉
ぐ
と
雖
も
︑
經
星
七
�
を
綴
ら
ず
︒
	
�
元
嘉
十
三

年
︑
太
4
令
錢
樂
之
に
詔
し
x
め
て
渾
儀
を
鑄
し
む
︒
徑
六
尺
八
分
少
︑
周
一
丈
八
尺
二
寸
六
分
少
な
り
︒
(衡
E
D
渾
儀
︑
傳
至
魏
・
晉
︑

中
華
�
敗
︑
沈
沒
戎
虜
︒
績
・
蕃
舊
器
︑
亦
不
復
存
︒
晉
安
�
義
熙
十
四
年
︑
高
祖
l
長
安
︑
得
衡
舊
器
︒
儀
狀
雖
舉
︑
不
綴
經
星
七
�
︒
	
�
元
嘉
十

三
年
︑
詔
太
4
令
錢
樂
之
x
鑄
渾
儀
︒
徑
六
尺
八
分
少
︑
周
一
丈
八
尺
二
寸
六
分
少
︒
)

と
あ
り
︑
張
衡
の
渾
天
儀
が
曹
魏
︑
西
晉
︑
五
胡
政
權
に
傳
わ
っ
た
こ
と
︑
劉
裕
が
長
安
を
l
定
し
た
際
︑
こ
の
渾
天
儀
を
得
た
が
︑
そ
れ
を

�
け
て
劉
宋
	
�
の
と
き
錢
樂
之
が
あ
ら
た
め
て
渾
天
儀
を
鑄
D
し
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
沈
J
﹃
宋
書
﹄
の
記
営
は
錢
樂

之
の
用
い
た
宋
氏
尺
の
由
來
が
張
衡
の
渾
天
儀
に
あ
る
と
す
る
こ
と
で
︑
か
か
る
尺
度
を
�
樂
に
用
い
る
施
策
を
正
瓜
�
す
る
狙
い
も
あ
っ
て

行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
に
円
康
に
お
い
て
宋
氏
尺
で
夏
至
の
日
影
を
測
定
し
た
際
︑
そ
の
長
さ
が
天
下
の
中
心
を
示
す
一
尺
五
寸
に
な
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て

見
て
み
た
い
︒
か
つ
て
吉
川
忠
夫
氏
は
﹃
周
禮
﹄
地
官
大
司
徒
に
依
據
し
つ
つ
︑
天
下
の
中
心
に
つ
い
て
夏
至
に
八
尺
の
ノ
ー
モ
ン
を
た
て
た

際
︑
一
尺
五
寸
の
影
長
を
示
す
地
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
地
は
河
南
の
陽
城
お
よ
び
周
公
ゆ
か
り
の
洛
陽
と
さ
れ
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た(24

)
︒

一
方
︑
梁
で
は
表
尺
と
よ
ば
れ
る
尺
度

(荀
勖
尺
一
尺
に
比
し
て
一
尺
二
分
二
釐
一
毫
$
奇
)
が
存
在
し
た
が
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
九
天
	
志
上
︑

晷
影
の
條
に
︑
大
同
中
︑
そ
の
八
尺
の
ノ
ー
モ
ン
に
よ
り
円
康
の
地
で
日
影
を
測
定
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
︑

二
至
の
測
る
E
︑
八
尺
の
表
を
以
て
之
を
�
取
す
︒
夏
至

一
尺
一
寸
七
分
强
に
當
た
る
︒
(二
至
E
測
︑
以
八
尺
表
�
取
之
︒
夏
至
當
一
尺
一

寸
七
分
强
︒
)

と
あ
り
︑
夏
至
に
一
尺
一
寸
七
分
强
の
長
さ
で
あ
っ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
九
天
	
志
上
︑
晷
影
の
條
に
︑

大
同
十
年

(五
四
四
)
︑
表
尺
で
九
尺
の
ノ
ー
モ
ン
を
つ
く
り
測
定
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
︑

太
4
令
|
勤
︑
印
た
九
尺
の
表
を
用
ひ
︑
江
左
の
影
を
格
す
︒
夏
至
一
尺
三
寸
二
分
な
り
︒
(
太
4
令
|
勤
︑
印
用
九
尺
表
︑
格
江
左
之
影
︒

夏
至
一
尺
三
寸
二
分
︒
)
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と
あ
り
︑
円
康
の
影
長
が
夏
至
に
一
尺
三
寸
二
分
を
示
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒

い
ま
こ
れ
を
參
考
に
し
︑
夏
至
の
際
の
宋
氏
尺
八
尺
と
そ
の
影
長
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒
夏
至
の
際
の
ノ
ー
モ
ン
：
影
長
は
︑
表
尺
8

尺
：
表
尺
1
．17
尺
强

−

表
尺
9
尺
：
表
尺
1
．32
尺
で
一
定
で
あ
る

(
8
：
1
.1
7
3
3
3
3
⁝
⁝
)
︒
從
っ
て
︑
宋
氏
尺
8
尺
に
對
し
て
も
宋
氏
尺
1
．

17
尺
と
な
る
︒
し
か
し
︑
後
述
す
る
劉
宋
王
�
の
曆
で
あ
る
元
嘉
曆
︑
大
�
曆
に
お
い
て
は
︑
宋
氏
尺
に
よ
る
夏
至
の
影
長
を
一
尺
五
寸
で
あ

る
と
し
て
い
る
︒
で
は
何
故
︑
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

す
で
に
み
た
ご
と
く
宋
氏
尺
は
元
嘉
十
三
年

(四
三
六
)
︑
太
4
令
の
錢
樂
之
が
渾
天
儀
に
用
い
て
い
る
が
︑
百
濟
︑
倭
國
で
も
用
い
ら
れ

た
著
名
な
元
嘉
曆
は
そ
の
七
年
後
に
あ
た
る
元
嘉
二
十
年
︑
何
承
天
に
よ
る
上
表
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
�
け
︑
同
二
十
二
年
に
施
行
さ
れ
て
い

る

(﹃
宋
書
﹄
卷
一
二
律
曆
志
中
)
︒
ま
た
同
じ
く
劉
宋
の
曆
で
あ
る
大
�
曆
は
大
�
六
年

(
四
六
二
)
に
上
表
さ
れ
て
い
る
が

(﹃
宋
書
﹄
卷
一
三
律

曆
志
下
)
︑
一
方
︑
宋
氏
尺
は
そ
れ
よ
り
/
の
元
嘉
九
～
十
四
年
ご
ろ
劉
宋
王
�
に
よ
っ
て
公
式
に
+
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
當
然
︑
兩

曆
に
お
け
る
日
影
の
測
定
に
も
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
よ
う
︒

こ
う
し
た
元
嘉
曆
に
お
け
る
夏
至
の
影
長
つ
い
て
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
三
律
曆
志
下
に
︑

二
十
四
氣
︑
日
中
の
影
︒
⁝
⁝
夏
至
︑
一
尺
五
寸
な
り
︒
(二
十
四
氣
︑
日
中
影
︒
⁝
⁝
夏
至
︑
一
尺
五
寸
︒
)

と
あ
り
︑
大
�
曆
に
お
け
る
夏
至
の
影
長
に
つ
い
て
︑﹃
宋
書
﹄
卷
一
三
律
曆
志
下
に
︑

二
十
四
氣
︑
⁝
⁝
日
中
の
晷
影
︒
⁝
⁝
夏
至
︑
⁝
⁝
一
尺
五
寸
な
り
︒
(二
十
四
氣
︑
⁝
⁝
日
中
晷
影
︒
⁝
⁝
夏
至
︑
⁝
⁝
一
尺
五
寸
︒
)

と
あ
っ
て
︑
兩
曆
で
は
夏
至
の
日
影
を
と
も
に
一
尺
五
寸
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
先
営
し
た
宋
氏
尺
に
よ
る
夏
至
の
影
長
が
J
一
尺

一
寸
七
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
兩
曆
の
數
値
に
は
一
定
の
改
變
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
點
に
關
聯
し
て
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
九
天
	
志
上
に
︑

案
ず
る
に
尙
書
考
靈
�
に
稱
す
ら
く
︑
日

永
き
と
き
︑
景
尺
五
寸
な
り
︒
⁝
⁝
後
漢
の
四
分
曆
・
魏
の
景
初
曆
・
宋
の
元
嘉
曆
・
大
�

の
祖
沖
之
曆
︑
皆
な
考
靈
�
と
同
じ
︒
漢
・
魏
K
び
宋
︑
都
と
す
る
E

皆
な
別
な
る
も
︑
四
家
の
曆
法
︑
候
影

則
ち
齊
し
く
︑
且
つ
雲
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候
の
陳
ぶ
る
E
な
れ
ば
︑
恐
ら
く
は
依
據
し
難
か
ら
ん
︒
(案
尙
書
考
靈
�
稱
︑
日
永
︑
景
尺
五
寸
︒
⁝
⁝
後
漢
四
分
曆
・
魏
景
初
曆
・
宋
元
嘉

曆
・
大
�
祖
沖
之
曆
︑
皆
與
考
靈
�
同
︒
漢
・
魏
K
宋
︑
E
都
皆
別
︑
四
家
曆
法
︑
候
影
則
齊
︑
且
雲
候
E
陳
︑
恐
難
依
據
︒
)

と
あ
り
︑
夏
至
の
影
長
が
後
漢
の
四
分
曆
︑
曹
魏
の
景
初
曆
お
よ
び
劉
宋
の
元
嘉
・
大
�
曆
に
お
い
て
み
な
一
尺
五
寸
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑

し
か
し
︑
後
漢
・
曹
魏
と
劉
宋
で
は
都
の
雲
度
が
そ
れ
ぞ
れ
洛
陽
︑
円
康
と
い
っ
た
よ
う
に
衣
な
る
た
め
︑
そ
う
し
た
記
事
に
は
依
據
し
が
た

い
こ
と
な
ど
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
か
か
る
4
料
の
存
在
は
︑
元
嘉
・
大
�
曆
に
お
け
る
夏
至
の
影
長
に
一
定
の
改
變
が
加
え
ら
れ
て
い
た
と

す
る
私
見
を
荏
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
﹃
隋
書
﹄
卷
一
九
天
	
志
上
に
︑
開
皇
十
九
年

(五
九
九
)
の
こ
と
と
し
て
︑

袁
閏

太
4
令
と
爲
り
︑
(張
)
冑
玄
の
舊
事
を
成
さ
ん
と
欲
し
︑
復
た
表
し
て
曰
は
く
⁝
⁝

(開
皇
)
二
年
の
夏
至
の
影
︑
一
尺
四
寸
八

分
に
し
て
︑
爾
れ
よ
り
漸
く
短
し
︒
十
六
年
に
至
り
夏
至
の
影
︑
一
尺
四
寸
五
分
な
り
︒
⁝
⁝
周
官

土
圭
の
法
を
以
て
日
影
を
正
す
︒

日
至
の
影
︑
尺
$
五
寸
な
り
︑
と
︒
⁝
⁝
今
ま
十
六
年
の
夏
至
の
影
︑
舊
よ
り
短
き
こ
と
五
分
な
り
︑
と
︒
⁝
⁝
案
ず
る
に
日
の
徐
疾
盈

縮

常
無
き
も
︑
閏
等
以
て
祥
瑞
と
爲
し
︑
大
い
に
議
者
の
貶
す
E
と
爲
る
︒
(袁
閏
爲
太
4
令
︑
欲
成
冑
玄
舊
事
︑
復
表
曰
⁝
⁝
二
年
夏
至
影
︑

一
尺
四
寸
八
分
︑
自
爾
漸
短
︒
至
十
六
年
夏
至
影
︑
一
尺
四
寸
五
分
︒
⁝
⁝
周
官
以
土
圭
之
法
正
日
影
︒
日
至
之
影
︑
尺
$
五
寸
︒
⁝
⁝
今
十
六
年
夏
至

之
影
︑
短
於
舊
五
分
︒
⁝
⁝
案
日
徐
疾
盈
縮
無
常
︑
閏
等
以
爲
祥
瑞
︑
大
爲
議
者
E
貶
︒
)

と
あ
り
︑
華
北
に
お
け
る
影
長
も
一
尺
五
寸
に
滿
た
な
い
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
開
皇
年
閒
の
場
合
︑
そ
の
差
は

一
寸
に
滿
た
ず
︑
こ
う
し
た
事
例
と
比
�
し
た
際
︑
三
寸
以
上
短
い
円
康
の
影
長
は
か
な
り
衣
常
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
右
の

改
變
は
宋
氏
尺
が
都
の
円
康
を
天
下
の
中
心
を
示
せ
る
尺
度
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
張
衡
に
關
す
る
記
営
と
同
樣
︑
や
は
り
そ
の
+
用
を
正

瓜
�
す
る
狙
い
も
あ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
考
察
よ
り
︑
劉
宋
王
�
は
宋
氏
尺
の
公
式
+
用
を
正
瓜
�
す
る
狙
い
も
あ
っ
て
︑
そ
の
由
來
が
張
衡
の
手
に
な
る
渾
天
儀
に
あ
る
と

し
︑
夏
至
の
影
長
を
は
か
っ
た
際
︑
一
尺
五
寸
を
示
す
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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お

わ

り

に

右
で
営
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

①

東
晉
で
は
西
晉
末
の
混
亂
に
く
わ
え
︑
中
原
恢
復
ま
で
國
家
儀
禮
の
整
備
を
�
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
西

晉
の
�
樂
が
喪
失
・
忘
却
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
を
補
う
べ
く
劉
宋
で
�
樂
を
整
備
す
る
際
︑
民
閒
�
樂
が
�
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

②

西
晉
と
劉
宋
の
�
樂
で
は
樂
曲
�
成
の
み
で
な
く
�
;
と
い
う
點
か
ら
み
て
も
斷
絕
が
存
在
し
た
が
︑
そ
の
原
因
は
民
閒
�
樂
の
�
入

と
宋
氏
尺
の
+
用
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

③

西
晉
の
﹁
樂
奏
﹂︑﹁
樂
書
﹂
が
失
わ
れ
て
い
る
狀
況
の
な
か
で
荀
勖
と
同
樣
の
尺
度
に
よ
り
�
樂
を
再
円
せ
ん
と
し
た
際
︑
ほ
ぼ
一
か

ら
す
べ
て
作
り
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
�
樂
に
詳
し
い
梁
武
�
で
さ
え
四
十
年
か
け
て
も
完
成
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
膨
大
な
時

閒
を
必
�
と
し
た
︒

④

劉
宋
王
�
は
宋
氏
尺
の
公
式
+
用
を
正
瓜
�
す
る
狙
い
も
あ
っ
て
︑
そ
の
由
來
が
張
衡
の
手
に
な
る
渾
天
儀
に
あ
る
と
し
︑
夏
至
の
影

長
を
は
か
っ
た
際
︑
一
尺
五
寸
を
示
す
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
渡
邊
氏
は
�
樂
の
尺
度
す
な
わ
ち
樂
律
に
つ
い
て
︑

傳
瓜
中
國
の
樂
律
は
︑
?
數
學
�
に
曆
法
や
度
量
衡
の
制
定
と
深
く
關
聯
し
て
お
り
︑
技
?
以
上
に
皇
�
が
:
宰
す
る
政
治
社
會
と
天
地

宇
宙
の
豫
定
G
和
�
T
義
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
︑
き
わ
め
て
敏
感
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
政
治
問
題
を
�
成
し
た
︒

と
し
︑
そ
れ
が
單
な
る
技
?
�
な
問
題
で
な
く
︑
皇
�
が
:
宰
す
る
政
治
社
會
お
よ
び
天
地
宇
宙
の
秩
序
と
深
く
關
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
て
お
ら
れ
る(25

)
︒
筆
者
は
氏
の
見
解
に
贊
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
�
後
に
宋
氏
尺
の
公
式
+
用
が
江
南

政
權
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
し
た
T
義
に
つ
い
て
︑
円
康
中
心
の
天
下
觀
と
の
關
聯
か
ら
見
て
み
よ
う(26

)
︒

｢は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
東
晉
南
�
は
円
國
當
初
の
中
原
恢
復
を
め
ざ
す
國
家
か
ら
︑
僑
民
の
土
着
�
︑
北
魏
の
勢
力
擴
大
と
そ
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れ
に
�
う
軍
事
�
劣
勢
な
ど
に
よ
っ
て
︑
江
南
に
立
脚
し
た
怨
體
制
を
志
向
す
る
國
家
へ
と
質
�
に
變
貌
せ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
に
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
こ
と
を
�
け
︑
江
南
政
權
は
中
原
恢
復
に
代
わ
る
怨
た
な
國
家
の
結
集
點
を
つ
く
る
べ
く
︑
行
宮
の
地
で
あ
る
円
康
に
お
い
て
︑
か

つ
て
筆
者
が
�
ら
か
に
し
た
王
畿
の
設
置
お
よ
び
國
家
儀
禮
の
整
備
と
い
っ
た
施
策
を
斷
行
す
る
︒
そ
う
し
た
變
革
の
�
ら
れ
た
た
だ
中
に
お

い
て
︑
王
�
は
本
稿
で
営
べ
た
�
樂
へ
の
民
閒
�
樂
の
�
入
︑
お
よ
び
宋
氏
尺
の
公
式
+
用
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
右
は
か
か
る
施
策
を

斷
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
︑
當
時
︑
江
南
政
權
の
か
か
え
て
い
た
問
題
が
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
︒

王
�
が
自
ら
の
都
を
天
下
の
中
心
と
す
る
こ
と
は
中
國
4
上
︑
ど
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
中
原
恢

復
に
代
わ
る
怨
た
な
國
家
の
結
集
點
を
模
索
し
て
い
た
江
南
政
權
で
は
︑
と
り
わ
け
行
宮
の
地
に
�
ぎ
な
か
っ
た
円
康
の
中
心
�
が
求
め
ら
れ

て
い
た
︒
そ
う
し
た
な
か
行
わ
れ
た
宋
氏
尺
の
+
用
は
︑
單
な
る
儀
禮
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
曆
法
に
お
け
る
一
尺
五
寸
の
影
長
を
V
じ
︑
円

康
が
天
下
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
怨
た
な
江
南
國
家
の
正
瓜
性
を
�
確
に
打
ち
だ
す
施
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
宋
氏
尺
+

用
が
單
に
民
閒
�
樂
の
�
入
と
聯
動
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
當
時
も
っ
と
も
必
�
と
さ
れ
た
江
南
に
お
け
る
怨
國
家
円
設
の
原
動
力
で
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
本
稿
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
宋
氏
尺
の
影
長
が
一
尺
五
寸
を
示
す
と
し
た
の
は
︑
百
濟
︑
倭
國
で
も
用
い
ら
れ
た
著
名
な
元
嘉
曆
に

お
い
て
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
周
書
﹄
卷
四
九
百
濟
傳
︑﹃
隋
書
﹄
卷
八
一
百
濟
傳
に
︑
百
濟
が
元
嘉
曆
を
奉
じ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑

一
九
七
一
年
に
出
土
し
た
武
寧
王
墓
誌
に
そ
の
元
嘉
曆
を
用
い
た
﹁
癸
卯
年
五
�
丙
戌
朔
七
日
壬
辰
﹂
の
日
附
が
み
え
る
點
か
ら
︑
そ
れ
が
遲

く
と
も
五
二
三
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
解
�
さ
れ
て
い
る(27

)
︒

ま
た
︑
元
嘉
曆
の
渡
來
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
卷
一
九
欽
�
十
四
年

(五
五
三
)
六
�
の
條
に
︑
別
敕
を
載
せ
て
︑

醫
�
士
・
易
�
士
・
曆
�
士
等
︑
宜
し
く
番
に
依
り
て

上
ま
う
で

き
下ま
か

る
べ
し
︒
今
ま

上
か
み
の

件
く
だ
り

の
色
の
人
︑
正
に
相
ひ
代
は
ら
む
年
�
に
當
た

る
︒
宜
し
く

%
か
へ
る

w
つ
か
ひ

に
附
け
て
相
代
は
ら
し
む
べ
し
︒
印
た
卜
書
・
曆
本
・
種
種
の
藥
物
︑
附
v

た
て
ま
つ

る
べ
し
︒
(醫
�
士
・
易
�
士
・
曆
�
士

等
︑
宜
依
番
上
下
︒
今
上
件
色
人
︑
正
當
相
代
年
�
︒
宜
附
%
w
相
代
︒
印
卜
書
・
曆
本
・
種
種
藥
物
︑
可
附
v
︒
)
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と
あ
り(

28
)

︑﹁
曆
�
士
﹂
と
い
う
職
名
が
み
え
る
が
︑
こ
う
し
た
曆
法
の
專
門
職
は
こ
の
と
き
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
初
め
て
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
卷
一
九
欽
�
十
五
年
二
�
の
こ
と
と
し
て
︑

別
に
敕
を
奉
り
て
︑
易
�
士
施
德
王
j
良
・
曆
�
士
固
德
王
保
孫
・
醫
�
士
奈
�
王
$
㥄
陀
・
+
藥
師
施
德
潘
量
豐
・
固
德
丁
$
陀
・
樂

人
施
德
三
斤
・
季
德
己
¯
�
・
季
德
°
奴
・
對
德
°
陀
を

貢
た
て
ま
つ

る
︒
皆
な
±ま
う

す
に
依
り
て
之
に
代
ふ
︒
(
別
奉
敕
︑
貢
易
�
士
施
德
王
j
良
・

曆
�
士
固
德
王
保
孫
・
醫
�
士
奈
�
王
$
㥄
陀
・
+
藥
師
施
德
潘
量
豐
・
固
德
丁
$
陀
・
樂
人
施
德
三
斤
・
季
德
己
¯
�
・
季
德
°
奴
・
對
德
°
陀
︒
皆

依
±
代
之
︒
)

と
あ
り(

29
)

︑
百
濟
の
曆
�
士
で
あ
る
固
德
王
保
孫
が
我
が
國
に
渡
來
し
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
二
〇
一
一
年
︑
福
岡
市
西
區
元
岡
G
古
墳
群
六
號
墳
よ
り
出
土
し
た
庚
寅
銘
鐵
製
大
刀
に
︑

大
歲
庚
寅
正
�
六
日
庚
寅
日
︑
時
に
刀
を
作
る
︒
凡
て
十
二
︑
果よ

く
□練

カ

︒
(大
歲
庚
寅
正
�
六
日
庚
寅
日
︑
時
作
刀
︒
凡
十
二
果
□練

カ

︒
)

と
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
硏
究
に
よ
っ
て
4
料
中
の
﹁
庚
寅
正
�
六
日
庚
寅
日
﹂
は
干
荏
の
年
號
と
日
附
か
ら
元
嘉
曆
の
五
七
〇
年
に
あ
た
る
こ

と
︑
そ
れ
は
先
営
し
た
曆
�
士
の
渡
來
を
�
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(30

)
︒
そ
れ
故
︑
庚
寅
銘
鐵
製
大
刀
が
製
D
さ
れ

た
地
に
つ
い
て
は
百
濟
あ
る
い
は
倭
國
と
い
ま
だ
說
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
頃
に
は
兩
國
が
元
嘉
曆
に
關
す
る
相

當
の
知
識
を
共
$
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
︒

從
來
の
硏
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
A
目
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
の
元
嘉
曆
は
そ
れ
ま
で
の
中
國
王
�
に
お
け
る
曆
と
衣
な
り
︑
宋
氏
尺
に
よ

り
洛
陽
で
な
く
円
康
の
影
長
こ
そ
が
天
下
の
中
心
を
示
す
一
尺
五
寸
で
あ
る
と
す
る
點
に
大
き
な
特
1
が
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
と
﹃
日
本
書

紀
﹄
に
み
え
る
﹁
曆
�
士
﹂
と
い
う
專
門
職
の
存
在
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
︑
百
濟
お
よ
び
倭
國
は
元
嘉
曆
が
單
に
南
�
の
曆
日
を
記
す
の
み
で

な
く
︑
か
か
る
一
尺
五
寸
の
影
長
を
も
つ
円
康
こ
そ
が
天
下
の
中
心
と
し
た
そ
れ
ま
で
の
中
原
王
�
の
傳
瓜
と
衣
な
る
曆
で
あ
る
こ
と
を
も
理

解
し
て
い
た
と
さ
れ
よ
う
︒

も
ち
ろ
ん
四
七
八
年
に
お
け
る
著
名
な
倭
王
武
の
上
表
	
に
あ
る
ご
と
く
︑
先
営
し
た
﹁
曆
�
士
﹂
の
渡
來
よ
り
/
に
江
南
政
權
の
都
で
あ
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る
円
康
を
﹁
天
極
﹂
と
す
る
事
例
も
存
在
す
る

(﹃
宋
書
﹄
卷
九
七
倭
國
傳
)
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
た
だ
册
封
を
行
っ
た
中
國
王
�
の
都
を
天
下
の

中
心
と
す
る
と
い
っ
た
;
度
の
も
の
で
あ
り
︑
江
南
政
權
の
正
朔
と
も
い
う
べ
き
元
嘉
曆
の
見
地
か
ら
强
力
に
南
�
皇
�
が
:
宰
す
る
円
康
中

心
の
天
下
觀
を
奉
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う(31

)
︒
と
す
れ
ば
︑
宋
氏
尺
の
+
用
は
南
北
對
立
が
緊
�
す
る
な
か
︑
元
嘉
曆
に
お
け
る
一

尺
五
寸
の
影
長
を
V
じ
︑
円
康
こ
そ
が
天
下
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
怨
た
な
江
南
國
家
の
正
瓜
性
を
我
が
國
も
ふ
く
め
た
東
ア
ジ
ア
諸
國
に
對

し
强
力
に
打
ち
だ
す
重
�
な
T
義
を
も
つ
施
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

�(1
)

拙
稿
﹁
東
晉
南
�
に
お
け
る
傳
瓜
の
創
D
に
つ
い
て

︱
︱
樂
曲

�
成
を
中
心
と
し
て
み
た
︱
︱
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
第
一
二
二
輯
︑
二

〇
一
一
年
)
參
照
︒

(2
)

陳
寅
恪
﹃
隋
�
制
度
淵
源
略
論
稿
﹄
(商
務
印
書
館
︿
重
慶
﹀︑
一

九
四
〇
︒
の
ち
﹃
陳
寅
恪
集

隋
�
制
度
淵
源
略
論
稿

�
代
政
治

4
営
論
稿
﹄
三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
E
收
)
參
照
︒

(3
)

楊
蔭
瀏
﹁
隋
・
�
・
五
代
�
�
樂
﹂
(﹃
中
國
古
代
�
樂
4
稿
﹄
上

册
︑
第
九
違
四
︑
�
樂
出
版
社
︑
一
九
六
四
年
︒
の
ち
﹃
楊
蔭
瀏
=

集
﹄
第
二
卷
︑
江
蘇
	
藝
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
E
收
)
參
照
︒
な

お
︑
岸
邊
成
雄
﹁﹃
孔
子
.
の
�
樂
﹄
に
就
い
て
﹂
(﹃
�
樂
之
友
﹄

第
二
卷
第
四
號
︑
一
九
四
二
年
)
は
︑
戰
/
に
お
い
て
す
で
に
同
樣

の
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒

(4
)

渡
邊
信
一
郞
﹃
中
國
古
代
の
樂
制
と
國
家
︱
︱
日
本
�
樂
の
源

液
﹄
五
頁

(
	
理
閣
︑
二
〇
一
三
年
)
參
照
︒

(5
)

渡
邊
氏
w

(4
)
著
書
第
一
部
︑
第
二
部
參
照
︒

(6
)

渡
邊
氏
w

(
4
)
著
書
參
照
︒
な
お
︑
歷
4
學
の
立
場
か
ら
す
る

日
本
�
樂
の
硏
究
4
に
お
い
て
も
7
年
︑
怨
た
な
展
開
を
見
せ
て
い

る
と
は
い
え
︑
同
樣
の
こ
と
が
存
在
す
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑

荻
美
津
夫
﹁
古
代
�
樂
の
硏
究
と
課
題
﹂
(﹃
古
代
中
世
�
樂
4
の
硏

究
﹄
序
違
︑
吉
川
弘
	
館
︑
二
〇
〇
七
年
)︑
福
島
和
夫
﹁
東
儀
鐵

笛
著
﹃
日
本
�
樂
4
考
﹄
解
題
﹂
(二
松
學
舍
大
學
二
一
世
紀
C
O

E
プ
ロ
グ
ラ
ム
中
世
日
本
漢
	
班
�
﹃
�
樂
µ
料
集
﹄
第
三
輯
︑
二

〇
〇
八
年
)
︑
塚
原
康
子
﹁
�
治
國
家
に
お
け
る
�
樂
の
位
相
﹂

(﹃
�
治
國
家
と
�
樂

傳
瓜
の
7
代
�
／
國
樂
の
創
成
﹄
序
違
︑
$

志
舍
︑
二
〇
〇
九
年
)
參
照
︒

(7
)

な
お
︑
こ
の
こ
と
に
關
聯
し
て
︑
な
ぜ
民
閒
の
�
樂
を
用
い
る
際
︑

そ
の
�
;
も
民
閒
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
向

き
も
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
靑
島
廣
志
﹃
ク
ラ
シ
ッ
ク
�
樂
を
も
っ
と

樂
し
む

や
さ
し
く
わ
か
る
樂
典
﹄
一
〇
八
・
一
一
一
頁

(日
本
實

業
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
)
に
︑

― 64 ―

570



ピ
ア
ノ
の
リ
サ
イ
タ
ル
な
ど
で
︑
何
曲
も
の
曲
を
續
け
て
聞

い
た
と
き
︑
曲
に
よ
っ
て
<
っ
た
感
じ
を
與
え
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
︒
も
ち
ろ
ん
¶
度
や
曲
想
に
よ
る
<
い
も
あ
り
ま
す
が
︑

G
性
に
よ
る
雰
圍
氣
の
<
い
が
︑
�
も
大
き
い
原
因
で
す
︒

こ
の
こ
と
は
︑
例
え
ば
ハ
長
G
の
曲
を
變
ホ
長
G
で
彈
い
た

と
き

(移
G
と
い
い
ま
す
)︑
よ
り
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る

の
で
す
︒
⁝
⁝

み
な
さ
ん
も
︑
今
聞
い
た
曲
が
何
G
な
の
か
︑
つ
ね
に
A
T

し
て
聞
く
·
慣
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
演
奏
す
る
と
き

は
︑
作
曲
者
が
そ
の
G
性
を
¸
ん
だ
理
由
を
︑
よ
く
考
え
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
︒

と
あ
る
︒
右
は
同
じ
曲
で
あ
っ
て
も
例
え
ば
ハ
長
G
︑
變
ホ
長
G
の

ド
︑
ミ♭

の
よ
う
に

(
靑
島
氏
/
揭
書
一
〇
〇
頁
)︑
基
準
と
な
る
�

;
が
衣
な
れ
ば
曲
G
が
相
<
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
靑
島
氏
/
揭
書
一
〇
四
頁
に
︑
か
か
る
G
性
に
よ
る
曲
G

の
相
<
の
幅
に
つ
い
て
︑
�
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

G
に
は
似
た
�
の
組
織
で
�
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
︑
そ
う

で
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
ハ
長
G
と
ト
長
G
は
︑
♯

ひ
と
つ
し
か
�
が
<
わ
な
い
の
で
︑
と
て
も
似
た
︑
7
い
感
じ

の
G
同
士
で
す
︒
ま
た
︑
ヘ
長
G

(♭
ひ
と
つ
)
と
︑
嬰
へ
長

G

(♯
6
つ
)
と
は
︑
:
�
は
�
�
し
か
<
わ
な
い
の
に
︑
ひ

と
つ
も
同
じ
�
が
な
い
と
い
う
︑
=
く
<
っ
た
感
じ
の
G
同
士

な
の
で
す
︒

こ
の
よ
う
に
︑
w
わ
れ
る
�
の
多
く
が
共
V
で
あ
る
場
合
︑

そ
の
ふ
た
つ
の
G
は
﹁
7
親
G
﹂
と
呼
ば
れ
︑
共
V
す
る
�
が

少
な
い
も
の
同
士
を
﹁
c
�
G
﹂
と
呼
び
ま
す
︒
c
�
G
に
は
︑

7
親
G
に
準
ず
る
も
の
か
ら
=
く
無
關
係
な
も
の
ま
で
が
含
ま

れ
る
わ
け
で
す
︒

こ
の
7
親
G
に
は
た
と
え
ば
屬
G
︑
下
屬
G
な
ど
が
あ
る
が
︑

﹁
以
上
の
2
種
類
は
︑
も
と
の
G
と
�
成
さ
れ
る
�
が
ひ
と
つ
<
う

だ
け
﹂
(
靑
島
氏
/
揭
書
一
〇
四
頁
)
で
あ
る
︒

い
ま
右
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
荀
勖
尺
と
宋
氏
尺
に
よ
る
曲
G
の
相
<

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
丘
瓊
蓀
﹃
燕
樂
探
»
﹄
一
八
九
～
一
九
三

頁

(上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
)
に
よ
れ
ば
︑
基
準
�
に
つ

い
て
荀
勖
尺
の
比
定
�
;
は
ソ
︑
宋
氏
尺
の
比
定
�
;
は
フ♯

ァ
で
あ

る
︒
兩
者
の
G
性
を
み
て
み
る
と
︑
/
者
は
ソ
ラ
シ
ド
レ
ミ
フ♯

ァ

(ト
長
G
)︑
後
者
は
フ♯

ァ
ソ♯

ラ♯

シ
ド♯

レ♯

ミ♯

(嬰
ヘ
長
G
)
と
な
る

(長
G
の
作
り
方
は
靑
島
氏
/
揭
書
八
八
～
八
九
頁
參
照
)︒
兩
者
の

う
ち
共
V
す
る
の
は
フ♯

ァ
︑
シ
の
二
�
の
み
で
あ
り
︑
こ
れ
を
﹁
�

が
ひ
と
つ
<
う
だ
け
﹂
の
屬
G
︑
下
屬
G
と
比
�
し
た
際
︑
む
し
ろ

c
�
G
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

右
は
劉
宋
に
お
け
る
民
閒
�
樂
を
荀
勖
の
�
;
で
演
奏
し
た
場
合
︑

相
當
衣
な
る
曲
G
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(な
お
︑
こ
れ
を

中
國
式
の
七
聲
す
な
わ
ち
宮
︿
ド
﹀・
商
︿
レ
﹀
・
角
︿
ミ
﹀・
變
1

︿
フ♯

ァ
﹀
・
1
︿
ソ
﹀・
羽
︿
ラ
﹀・
變
宮
︿
シ
﹀
に
し
た
場
合
︑
荀
勖

尺
は
ソ
ラ
シ
ド♯

レ
ミ
フ♯

ァ
︑
宋
氏
尺
は
フ♯

ァ
ソ♯

ラ♯

シ♯

ド♯

レ♯

ミ♯

で
あ
り
︑

共
V
す
る
の
は
や
は
り
ド♯

︑
フ♯

ァ
の
二
�
の
み
と
な
る
)︒

こ
の
よ
う
に
嬰
ヘ
長
G
の
�
樂
を
演
奏
す
る
に
あ
た
っ
て
は
�
;

も
嬰
へ
長
G
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち

民
閒
�
樂
と
民
閒
の
�
;
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
︑
現
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代
で
も
樂
典
の
見
地
か
ら
裏
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
た
と

え
ば
渡
邊
信
一
郞
氏
が
西
域
系
の
�
樂
を
�
入
し
た
北
周
に
つ
い
て
︑

﹁
北
周
#
の
燕
樂
は
︑
國
曳

(西
涼
樂
)
・
康
國
樂
・
龜
茲
樂
・
高

昌
樂
か
ら
な
り
︑
西
域
系
胡
樂
を
:
體
と
し
た
︒
A
目
す
べ
き
は
︑

こ
れ
ら
西
域
系
胡
樂
の
�
階
を
�
樂
の
�
階
に
½
用
し
た
こ
と
で
あ

り
︑
隋
の
樂
制
改
革
の
先
蹤
を
な
し
た
こ
と
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る

點

(渡
邊
氏
/
揭
w

(4
)
著
書
一
九
二
頁
)
か
ら
も
窺
え
る
と
こ

ろ
で
あ
る
︒

(8
)

內
¾
戊
申
﹁
漢
代
の
�
樂
と
�
樂
理
論
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第

四
六
册
︑
一
九
七
四
年
)
參
照
︒
ま
た
渡
邊
氏
w

(4
)
著
書
一
七

九
頁
に
﹁
發
�
體
の
長
さ
が
長
く
な
る
ほ
ど
︑
物
理
�
に
�
高
は
低

く
な
る
﹂
と
あ
り
︑
こ
う
し
た
こ
と
は
つ
と
に
狩
谷
棭
齋
著
︑
冨
谷

至
校
A
﹃
本
�
度
量
權
衡
攷
﹄
一
︑
附
錄
卷
上
之
上

(
l
凡
社
︑
一

九
九
一
年
)︑
橫
田
庄
一
郞
�
著
︑
印
¾
和
寬
譯
・
解
題
﹃
富
永
仲

基
の
﹁
樂
律
考
﹂

儒
敎
と
�
樂
に
つ
い
て
﹄
(朔
北
社
︑
二
〇
〇

六
年
)
等
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
狩
谷
棭
齋
︑
富
永

仲
基
に
關
し
て
は
/
揭
書
の
解
題
に
く
わ
え
︑﹃
書
誌
學
﹄
第
四
卷

第
六
號
・
狩
谷
棭
齋
號

(一
九
三
五
年
)
お
よ
び
內
¾
湖
南
﹁
大
阪

の
町
人
學
者
富
永
仲
基
﹂
(﹃
大
阪
	
�
4
﹄
一
九
二
五
年
︒
の
ち

﹃
內
¾
湖
南
=
集
﹄
第
九
卷
先
哲
の
學
問
︑
筑
Â
書
g
︑
一
九
六
九

年
E
收
)
に
詳
し
い
︒

(9
)

王
國
維
﹃
觀
堂
集
林
﹄
卷
一
九
記
現
存
歷
代
尺
度

(の
ち
﹃
海
寧

王
靜
安
先
生
�
書
﹄
第
八
册
︑
商
務
印
書
館
︿
長
沙
﹀︑
一
九
四
〇

年
E
收
)
參
照
︒

(10
)

小
泉
袈
裟
I
﹃
も
の
さ
し
﹄
三
四
頁

(法
政
大
學
出
版
局
︑
一
九

七
七
年
)
參
照
︒

(11
)

こ
こ
で
は
﹃
晉
書
斠
A
﹄
に
﹁
案
ず
る
に
︑
恭
・
安
當
に
安
・
恭

に
作
る
べ
し
︒
(
案
︑
恭
・
安
當
作
安
・
恭
︒
)﹂
と
あ
り
︑
中
華
書

局
點
校
本
の
校
勘
記
で
も
﹁
順
序
を
以
て
言
へ
ば
︑﹁
恭
安
﹂
宜
し

く
﹁
安
恭
﹂
に
作
る
べ
し
︒
(
以
順
序
言
︑
﹁
恭
安
﹂
宜
作
﹁
安

恭
﹂
︒
)﹂
と
あ
る
の
に
從
う
︒

(12
)

漢
に
お
け
る
宗
.
�
樂
に
つ
い
て
は
︑
渡
邊
氏
﹁
/
漢
時
代
の
宗

.
と
樂
制

︱
︱
『安
世
g
中
歌
﹄
十
七
違
と
承
天
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
︱
︱
﹂
(
渡
邊
義
浩
�
﹃
兩
漢
儒
敎
の
怨
硏
究
﹄
第
二
部
二
︑

汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
︒
の
ち
同
氏
w

(
4
)
著
書
第
一
部
第
三

違
E
收
)
參
照
︒

(13
)

w

(
1
)
拙
稿
參
照
︒

(14
)

/
漢
の
郊
祀
に
お
け
る
十
九
違
に
つ
い
て
は
︑
渡
邊
氏
﹁
�
の
�

國
︱
︱
/
漢
﹃
郊
祀
歌
﹄
十
九
違
の
祭
祀
空
閒
と
政
治
空
閒
﹂
(河

村
貞
映
﹃
國
境
を
こ
え
る
﹁
公
共
性
﹂
の
比
�
4
�
硏
究
﹄
第
Ⅰ
部
︑

l
成
十
四
年
度
～
l
成
十
七
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
基
盤
硏
究
B

(2
)
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
二
〇
〇
六
年
︒
の
ち
同
氏
w

(4
)
著

書
第
一
部
第
二
違
E
收
)
參
照
︒
後
漢
の
郊
祀
に
つ
い
て
は
︑
目
黑

杏
子
﹁
後
漢
郊
祀
制
と
﹃
元
始
故
事
﹄
﹂
(﹃
九
州
大
學
東
洋
4
論
集
﹄

第
三
六
號
︑
二
〇
〇
八
年
)
參
照
︒

(15
)

w

(1
)
拙
稿
參
照
︒

(16
)

拙
稿
﹁
東
晉
南
�
に
お
け
る
天
下
觀
に
つ
い
て

︱
︱
王
畿
︑
神

州
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(﹃
六
�
學
?
學
會
報
﹄
第
一
〇
集
︑

二
〇
〇
九
年
)
參
照
︒

(17
)

增
田
淸
秀
﹁
淸
商
曲
の
源
液
と
吳
歌
西
曲
の
傳
唱
﹂
(﹃
大
阪
學
藝
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大
學
紀
�
A
人
	
科
學
﹄
第
三
號
︑
一
九
五
四
年
︒
の
ち
﹃
樂
府
の

歷
4
�
硏
究
﹄
論
	
@
第
六
違
︑
創
	
社
︑
一
九
七
五
年
E
收
)
參

照
︒

(18
)

丘
光
�
・
邱
隆
・
楊
l
﹃
中
國
科
學
技
?
4
：
度
量
衡
卷
﹄
三
一

〇
頁

(科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)
參
照
︒

(19
)

丘
瓊
蓀
﹃
燕
樂
探
»
﹄
一
八
九
～
一
九
三
頁

(上
海
古
籍
出
版
社
︑

一
九
八
九
年
)︑
渡
邊
氏
w

(4
)
著
書
二
二
〇
頁
參
照
︒

(20
)

渡
邊
氏

(4
)
著
書
一
八
三
頁
參
照
︒

(21
)

w

(1
)
拙
稿
參
照
︒

(22
)

民
閒
の
�
樂
�
入
︑
尺
度
+
用
は
短
#
閒
に
お
け
る
�
樂
整
備
が

可
能
と
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
た
と
え
ば
渡
邊
氏
が
/
漢
武

�
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
�
樂
が
王
�
末
#
に
改
革
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
︑﹁
哀
�
の
改
革
は
︑
宮
廷
�
樂
を
太
樂
官
に
瓜
一
し
︑
樂
府

を
廢
止
し
俗
樂
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
の
課
題
を
M
成
す

る
⁝
⁝
殘
さ
れ
た
課
題
は
鍾
律
を
確
定
し
て
正
し
い
樂
G
に
も
と
づ

く
�
樂
を
演
奏
す
る
こ
と
︑
お
よ
び
﹁
義
﹂
(樂
理
・
樂
論
)
を
說

く
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
営
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
整
備
後
は
さ
ら

に
民
閒
�
樂
の
影
Æ
の
排
除
︑
お
よ
び
﹁
正
し
い
﹂
�
;
・﹁
義
﹂

の
制
定
と
い
っ
た
正
瓜
�
に
む
け
た
改
革
が
求
め
ら
れ
た

(渡
邊
氏

w

(4
)
著
書
一
五
六
頁
)︒
と
く
に
﹁
正
し
い
﹂
�
;
に
む
け
た

鍾
律
の
改
革
に
つ
い
て
は
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
揭
げ
た
杜
夔
尺
か
ら
荀

勖
尺
に
至
る
事
例
の
み
で
な
く
︑
隋
	
�
が
�
樂
に
宋
氏
尺
を
も
ち

い
た
後
︑
煬
�
が
怨
た
に
梁
の
表
尺
と
よ
ば
れ
る
尺
度

(﹁
陳
の
滅

)
に
際
し
︑
毛
爽
が
傳
え
た
も
の
で
︑
⁝
⁝
荀
勖
笛
律
と
か
な
り
7

い
�
高
と
な
る
﹂
渡
邊
氏
w

(4
)
著
書
二
二
二
頁
)
を
+
用
し
た

事
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
漢
�
閒
の
中
國
王
�
に
お
い
て
必
ず

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
存
在
す
る
︒
こ
の
こ
と
は
渡
邊
氏
に
よ
っ
て
︑

﹁
曹
魏
以
後
︑
尺
度
の
相
對
�
な
長
大
�
に
よ
っ
て
︑
樂
律
・
�
高

が
低
く
變
�
し
︑
王
�
ご
と
に
G
整
が
試
み
ら
れ
た
︒
王
厭
尺
・
後

漢
円
武
尺
を
基
準
に
取
る

(
周
に
な
ら
っ
た
⁝
⁝
括
弧
內
筆
者
加

筆
)
荀
勖
の
G
律
は
そ
の
嚆
矢
で
あ
り
︑
ま
た
囘
歸
す
べ
き
典
型
と

な
る
﹂
と
端
�
に
営
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る

(渡
邊
氏
w

(
4
)
著
書
一
七
九
頁
)︒

南
�
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
﹃
南
齊
書
﹄
卷
三
三
王
僧
虔
傳
に
︑

昇
�
二
年

(四
七
八
)
に
お
け
る
王
僧
虔
の
上
表
を
載
せ
て
︑﹁
僧

虔

上
表
し
て
曰
は
く
︑
夫
れ
懸
鍾
の
器
︑
�
を
以
て
用
と
爲
す
︒

⁝
⁝
大
�
中
︑
卽
ち
宮
懸
を
以
て
鞞
・
拂
に
合
和
す
︒
\
數

會
す

と
雖
も
︑
�
體
に
乖
く
を
慮
る
︒
將
來
の
知
�
︑
或
い
は
~
世
を
譏

ら
ん
︒
⁝
⁝
四
縣
の
奏
す
る
E
︑
謹
み
て
�
條
に
依
り
︑
義
に
卽
き

理
に
沿
ひ
︑
或
い
は
附
す
べ
き
が
如
し
︒
⁝
⁝
事

Ê
れ
ら
る
︒
(
僧

虔
上
表
曰
︑
夫
懸
鍾
之
器
︑
以
�
爲
用
︒
⁝
⁝
大
�
中
︑
卽
以
宮
懸

合
和
鞞
・
拂
︒
\
數
雖
會
︑
慮
乖
�
體
︒
將
來
知
�
︑
或
譏
~
世
︒

⁝
⁝
四
縣
E
奏
︑
謹
依
�
條
︑
卽
義
沿
理
︑
如
或
可
附
︒
⁝
⁝
事
見

Ê
︒
)
﹂
と
あ
り
︑
王
僧
虔
が
鞞
舞
︑
拂
舞
に
﹁
宮
懸
﹂
を
w
用
し
な

い
よ
う
上
表
し
︑
そ
れ
が
�
け
い
れ
ら
れ
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い

る
︒
4
料
に
は
﹁
宮
懸
﹂
の
ほ
か
﹁
懸
鍾
﹂︑﹁
四
縣
﹂
と
い
っ
た
語

が
み
え
る
が
︑
こ
れ
は
い
ず
れ
も
�
樂
に
用
い
る
金
屬
・
石
製
の
打

樂
器
を
T
味
す
る
︒
右
は
�
;
が
同
じ
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
�
樂
と

民
閒
�
樂
の
閒
に
混
淆
し
や
す
い
現
象
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
問
題

視
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
三
�
樂
志
上
に
︑
天
監
元
年

(五
〇
二
)

に
お
け
る
梁
武
�
の
詔
を
載
せ
て
︑﹁
魏
晉
以
來
︑
陵
替

滋
々
甚
し

く
︑
F
に
�
o
を
し
て
混
淆
し
︑
鍾
石
を
し
て
斯
れ
謬
ら
し
む
︒

(魏
晉
以
來
︑
陵
替
滋
甚
︑
F
w
�
o
混
淆
︑
鍾
石
斯
謬
︒
)﹂
と
あ

り
︑
魏
晉
の
頃
か
ら
�
樂
に
﹁
�
o
混
淆
﹂
と
い
っ
た
現
象
が
生
じ
︑

�
樂
に
用
い
る
鍾
石
に
C
謬
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
営

べ
ら
れ
て
い
る
︒
�
が
怨
た
に
荀
勖
尺
と
同
樣
の
長
さ
で
あ
る
法
尺

を
つ
く
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
右
も
や
は
り
魏
晉
以
來
の
杜
夔

尺
︑
宋
氏
尺
に
よ
る
�
俗
閒
の
�
樂
混
淆
の
問
題
に
言
K
し
た
も
の

と
さ
れ
よ
う
︒

こ
う
し
た
狀
況
を
改
め
る
べ
く
︑
武
�
が
行
っ
た
の
が
法
尺
の
+

用
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
w

(1
)
拙
稿
で
営
べ
た
樂
曲
�
成
と
同
樣
︑

﹁
正
し
い
﹂
�
;
を
制
定
す
る
べ
く
︑
周
へ
の
囘
歸
を
標
榜
し
た
施

策
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
隋
書
﹄
卷
一
六
律
曆
志
上
に
引
く

﹁
鍾
律
雲
﹂
に
︑
武
�
が
法
尺
に
よ
る
�
;
の
﹁
正
し
さ
﹂
を
2
究

し
た
こ
と
を
載
せ
て
︑﹁
山
Ì
之
記
に
云
は
く
︑
殿
/
の
三
鍾
︑
悉

く
是
れ
周
景
王
の
鑄
る
E
の
無
射
な
り
︑
と
︒
樂
官
を
Í
は
し
今
の

無
射
怨
笛
を
以
て
飮
す
る
も
︑
相
中
た
ら
ず
︒
夷
則
笛
を
以
て
飮
す

れ
ば
︑
則
ち
聲
韻

合
和
す
︒
端
門
の
外
鍾
も
︑
亦
た
其
の
銘
題
を

案
ず
る
に
︑
定
め
て
皆
な
夷
則
な
り
︒
⁝
⁝
案
ず
る
に
西
鍾
の
銘
に

則
ち
云
は
く
︑
淸
.
の
撞
鍾
な
り
︑
と
︒
秦
に
淸
.
無
く
︑
此
れ
周

制
な
る
こ
と
�
ら
か
な
り
︒
(山
Ì
之
記
云
︑
殿
/
三
鍾
︑
悉
是
周

景
王
E
鑄
無
射
也
︒
Í
樂
官
以
今
無
射
怨
笛
飮
︑
不
相
中
︒
以
夷
則

笛
飮
︑
則
聲
韻
合
和
︒
端
門
外
鍾
︑
亦
案
其
銘
題
︑
定
皆
夷
則
︒
⁝
⁝

案
西
鍾
銘
則
云
︑
淸
.
撞
鍾
︒
秦
無
淸
.
︑
此
周
制
�
矣
︒
)﹂
と
あ

り
︑
そ
の
�
;
と
周
傳
來
と
さ
れ
る
鍾
の
�
;
を
比
�
︑
檢
討
し
た

こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
周
鍾
と
の
比
�
︑
檢
討
は
︑

武
�
が
法
尺
の
﹁
正
し
い
﹂
�
;
に
よ
り
周
へ
の
囘
歸
を
標
榜
せ
ん

と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

(23
)

丘
氏
等
w

(
18
)
著
書
二
七
七
頁
參
照
︒

(24
)

吉
川
忠
夫
﹁
中
土
邊
土
の
論
爭
﹂
(﹃
思
想
﹄
第
五
七
九
號
︑
一
九

七
二
年
︒
の
ち
﹃
六
�
精
神
4
硏
究
﹄
第
Ⅴ
部
第
十
二
違
︑
同
Ï
舍
︑

一
九
八
四
年
E
收
)
參
照
︒
な
お
︑
7
年
の
中
國
に
お
け
る
成
果
と

し
て
︑
孫
英
剛
﹁
﹃
洛
陽
測
影
﹄
與
﹃
洛
州
無
影
﹄
：
中
古
知
識
世
界

與
政
治
中
心
觀
﹂
(﹃
復
旦
學
報

(
社
會
科
學
版
)
﹄
二
〇
一
四
年
第

一
#
︑
二
〇
一
四
年
︒
の
ち
﹃
神
	
時
代
：
讖
雲
・
?
數
與
中
古
政

治
硏
究
﹄
上
@
第
一
違
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
E
收
)

が
あ
る
︒

(25
)

渡
邊
氏
w

(
4
)
著
書
二
一
八
頁
參
照
︒
な
お
︑
こ
の
點
に
關
聯

し
て
︑
w

(8
)
﹃
富
永
仲
基
の
﹁
樂
律
考
﹂

儒
敎
と
�
樂
に
つ

い
て
﹄
二
三
六
～
二
三
七
頁
に
﹁
徂
徠
が
言
う
よ
う
に
︑
德
川
將
軍

に
と
っ
て
︑
京
都
�
廷
は
何
か
に
つ
け
て
﹁
政
務
の
Ð
Ñ
﹂
で
あ
っ

た
︒
そ
の
際
︑
將
軍
の
權
限
と
し
て
�
鮮
外
Ò
を
ど
う
位
置
づ
け
る

か
が
ひ
と
つ
の
焦
點
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
�
廷
を
凌
い
で
︑
曆
︑

�
樂
︑
度
量
衡
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
將
軍
自
ら
制
定
す
る
こ
と
が
隱

れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
︒
⁝
⁝
�
樂
の
問
題
は
︑

こ
の
よ
う
に
︑
國
家
の
政
治
︑
權
力
問
題
と
深
く
つ
な
が
っ
て
お
り
︑

仲
基
の
こ
の
著
作
は
︑
そ
う
し
た
�
樂
へ
の
關
わ
り
方
そ
の
も
の
に

對
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
正

瓜
性
を
め
ぐ
る
樂
律
の
制
定
が
︑
我
が
國
に
お
い
て
も
�
鮮
外
Ò
と
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な
ら
ん
で
國
家
の
政
治
︑
權
力
問
題
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
と
す

る
指
摘
は
興
味
深
い
︒

(26
)

內
¾
湖
南
﹁
山
崎
闇
齋
の
學
問
と
其
の
發
展
﹂
(京
都
府
敎
育
會

Ó
演
︑
一
九
三
二
年
︒
の
ち
同
氏
w

(8
)
著
書
E
收
)
に
︑﹁
大

體
淸
�
の
學
者
と
日
本
で
荏
	
の
經
學
を
す
る
人
と
比
べ
て
見
ま
す

と
︑
日
本
人
が
劣
る
一
つ
の
點
は
︑
天
	
曆
算
に
Ô
い
こ
と
で
あ
り

ま
す
︒
⁝
⁝
闇
齋
先
生
が
︑
と
に
か
く
德
川
初
#
に
於
て
︑
さ
う
い

ふ
こ
と
に
A
T
し
て
居
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
一
つ
の
特
色
で
あ
り

ま
す
︒
⁝
⁝
そ
れ
か
ら
︑
い
ま
の
日
本
中
心
に
つ
い
て
︑
闇
齋
先
生

の
中
國
と
い
ふ
こ
と
に
對
す
る
考
が
分
る
︒
⁝
⁝
中
國
と
い
ふ
名
は
︑

各
國
が
自
ら
云
ふ
時
に
は
︑
そ
れ
〴
〵
自
分
は
中
國
で
︑
其
他
は
四

方
外
夷
で
あ
る
︒
⁝
⁝
何
處
で
も
眞
中
に
な
つ
て
差
荏
な
い
︑
唯
こ

の
土
地
の
み
が
眞
中
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
︒
各
國
が
中
國
と
云
つ
て

い
ゝ
﹂
と
あ
る
が
︑
以
下
の
記
営
は
か
か
る
兩
視
點
の
總
合
�
を
目

指
し
た
も
の
で
も
あ
る
︒

(27
)

大
谷
光
男
﹁
百
濟
武
寧
王
・
同
王
妃
의

墓
誌
에

보
이
는

曆

法
에

對
하
여
﹂
(﹃
考
古
美
?
﹄
第
一
一
九
號
︑
一
九
七
三
年
)︑
	

�
公
報
部
	
�
財
管
理
局
�
﹃
武
寧
王
陵
發
掘
G
査
報
吿
書
﹄
五
六

頁

(三
和
出
版
社
︑
一
九
七
四
年
)
參
照
︒
大
谷
氏
は
同
論
	
に
お

い
て
﹁
百
濟
は
こ
の
元
嘉
曆
を
宋
の
元
嘉
二
十
七
年

(宋
書
	
�
本

紀

宋
書
百
濟
傳
)
に
宋
と
の
外
Ò
關
係
に
よ
り
+
用
し
た
と
考
え

ら
れ
る
﹂
と
す
る
︒
な
お
︑
武
寧
王
墓
誌
に
つ
い
て
は
買
地
×
と
す

る
見
解
が
あ
り

(
	
�
公
報
部
	
�
財
管
理
局
�
/
揭
書
Ⅴ
．3
．

﹁
買
地
×
에

對
한

考
察
﹂
)︑
7
年
は
兩
者
の
複
合
體
と
す
る
見

解
も
あ
る

(李
宇
泰
著
︿
稻
田
奈
津
子
譯
﹀﹁
韓
國
の
買
地
×
﹂﹃
都

市
	
�
硏
究
﹄
第
一
四
號
︑
二
〇
一
二
年
)︒
本
稿
で
は
n
宜
上
︑

大
谷
論
	
に
從
う
こ
と
と
す
る
︒

(28
)

訓
讀
は
謁
本
太
郞
・
家
永
三
郞
・
井
上
光
貞
・
大
野
晉
校
A
﹃
日

本
書
紀
﹄
下

(
岩
波
書
店
︑
一
九
六
五
年
)
に
據
る
︒

(29
)

訓
讀
は
謁
本
氏
ら
校
A
の
w

(
28
)
著
書
に
據
る
︒

(30
)

福
岡
市
敎
育
委
員
會
﹁
福
岡
縣

紀
年
銘
入
り
象
嵌
大
刀
出
土

︱
︱
西
區
元
岡
古
墳
群
G
6
號
墳
︱
︱
﹂
(﹃
�
刊
考
古
學
ジ
ャ
ー

ナ
ル
﹄
第
六
二
〇
號
︑
二
〇
一
一
年
)︑
中
村
俊
介
﹁﹃
庚
寅
﹄
銘
大

刀
の
持
ち
:
は
？
﹂
(﹃
本
鄕
﹄
第
九
七
號
︑
二
〇
一
二
年
)︑
坂
上

康
俊
﹁
庚
寅
年
銘
鐵
刀
の
背
景
と
な
る
曆
に
つ
い
て
﹂
(﹃
元
岡
・
桑

原
�
跡
群
﹄
二
二
︑
二
〇
一
三
年
)
︑
大
谷
光
男
﹁
太
歲
庚
寅
銘
の

鐵
製
大
刀
に
つ
い
て
︱
︱
二
〇
一
一
年
九
�

(
福
岡
縣
)
福
岡
市

西
區
元
岡
古
墳

(群
G
6
號
墳
)
よ
り
出
土
﹂
(﹃
東
洋
硏
究
﹄
第
一

九
一
號
︑
二
〇
一
四
年
)︑
細
井
浩
志
﹃
日
本
4
を
學
ぶ
た
め
の

︿
古
代
の
曆
﹀
入
門
﹄
一
八
五
～
一
八
六
頁

(吉
川
弘
	
館
︑
二
〇

一
四
年
)
等
參
照
︒

(31
)

こ
の
點
に
關
聯
し
て
︑
小
川
淸
彥
氏
は
不
朽
の
大
作
﹁
日
本
書
紀

の
曆
日
に
つ
い
て
﹂
(
內
田
正
男
﹃
日
本
書
紀
曆
日
原
典
﹄
附
︑
雄

山
閣
︑
一
九
七
八
年
︒
の
ち
齊
¾
國
治
�
著
﹃
小
川
淸
彥
著
作
集

古
天
	
・
曆
日
の
硏
究

︱
︱
天
	
學
で
解
く
歷
4
の
謎
︱
︱
﹄
一

九
︑
�
星
社
︑
一
九
九
七
年
E
收
)
に
お
い
て
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
紀

年
に
五
世
紀
�
ば
ご
ろ
か
ら
元
嘉
曆
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
�

ら
か
に
し
︑
そ
の
後
︑
桃
裕
行
氏
は
小
川
說
を
Ú
衍
し
つ
つ
劉
宋
と

倭
國
の
Ò
液
に
よ
り
元
嘉
曆
が
直
接
︑
我
が
國
に
も
た
ら
さ
れ
た
可

能
性
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る

(桃
裕
行
﹁
日
本
の
曆
の
變
�
﹂﹃
百
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濟
硏
究
﹄
第
一
七
輯
︑
一
九
八
六
年
︒
の
ち
﹃
曆
法
の
硏
究

(上
)

桃
裕
行
著
作
集
﹄
第
七
卷
︑
思
	
閣
︑
一
九
九
〇
年
E
收
)︒
か
り

に
こ
の
と
き
倭
國
が
元
嘉
曆
に
關
す
る
相
當
の
知
識
を
も
っ
て
い
た

と
す
れ
ば
︑
倭
王
武
の
上
表
	
に
お
け
る
﹁
天
極
﹂
に
は
一
尺
五
寸

の
影
長
を
踏
ま
え
た
円
康
中
心
の
天
下
觀
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
が
︑
い
ま
は
欽
�
十
四
年

(
五
五
三
)
に
お
け
る
曆
�
士
の

渡
來
を
重
視
す
る
立
場
に
從
っ
て
お
く
︒
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTRODUCTION OF FOLK

MUSIC INTO CEREMONIAL MUSIC AND MUSICAL SCALES IN

THE EASTERN JIN AND SOUTHERN DYNASTIES

TOGAWA Takayuki

Ceremonial court music, the substance of which varied according to the period,

disappeared with the collapse of dynasties. Ceremonial music, for example, em-

braced folk musical works during the Zhou, Han, and Southern and Northern

dynasties. While maintaining the pretense of restoring rituals conducted by former

dynasties, new elements were, in fact, added to ceremonial music, and consequently

the music varied in response to changing times. Previous studies have indicated

that such cases can be found in the Han, Northern, and Sui dynasties. Then, can we

find similar cases in the Southern dynasties? If so, what were they like concretely?

The problem of ceremonial music in the Southern dynasties must be clarified in

order to show how Jiangnan governments created their new traditions in place of

extinct ones, and to provide a perspective on history that differs from Yuanyuanlun

淵源論 of Chen Yinke 陳寅恪. Nevertheless, the problem has never been

researched sufficiently from this viewpoint.

Based on this point of view, I examine in this paper the scales of ceremonial

music adopted by the Jiangnan governments through analyses on the introduction

of folk music into the ceremonial music of the Liu Song dynasty, the relationship

between such a policy and the scales, the derivation of the Songshichi 宋氏尺, and

the length of the shadow based on it. As a result, following four points concerning

the actual process of establishing the legitimacy of the Jiangnan governments.

First, in addition to the turmoil at the end of the Western Jin, some in the Eastern

Jin advocated that state rites should not be prepared until the Central Plains were

recaptured, and consequently the ceremonial music of the Western Jin faded away

and become extinct. The Liu Song, on the other hand, introduced folk music to

make up for such a loss when they prepared ceremonial music. Second, there were

gaps between the ceremonial music of the Western Jin and that of the Liu Song in

terms of tunings as well as composition of the programs, which were linked to the

introduction of folk music and adoption of the Songshichi. Third, when the Jiangnan

governments tried to reconstruct ceremonial music using the same scale as that of

Xun Xu 荀勖, it had to be recreated almost from scratch given the loss of the

Western Jinʼs ceremonial music Yuezou 樂奏 and the musical texts Yueshu 樂書,
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and it required a large investment of time. Even Emperor Wu 武� of the Liang,

who was steeped in knowledge of ceremonial music, failed to complete it over 40

years. Fourth, aiming to justify their official adoption of the Songshichi, the Liu

Song declared that the Songshichi was derived from the armillary sphere 渾天儀

invented by Zhang Heng 張衡 and that the shadow of an 8 chi尺 gnomon (based on

the Songshichi) attained a length of 1 chi and 5 cun 寸 when it was measured on

the summer solstice.
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