
遠藤徹　江戸時代の呂律と催馬楽の復興

は
じ
め
に

平
安
時
代
の
宮
廷
社
会
で
盛
行
し
た
催
馬
楽
は
、中
世
に
は
今
様
等
の
中
世
歌
謡
に
圧

さ
れ
て
衰
退
し
て
い
き
一
旦
は
伝
承
が
途
絶
え
た
。そ
の
た
め
現
行
の
伝
承
は
江
戸
時
代

の
再
興
の
成
果
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、江
戸
時
代
の
復
興
は
平
安
時
代
の
催
馬
楽

を
正
し
く
再
現
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
、そ
の
こ
と
は
近
世
の
楽
家
も
自
覚
し

て
い
た
し
、近
代
以
降
に
も
林
謙
三
が
「
江
戸
初
期
以
来
伊
勢
海
を
始
め
除
々
に
再
興
し

た
曲
は
（
中
略
）、
拍
子
の
意
味
を
正
解
し
な
か
っ
た
た
め
に
ゆ
が
ん
だ
姿
で
よ
み
が
え

ら
せ
て
い
る
。」〔
林
一
九
五
九　

二
〇
頁
〕
と
指
摘
し
て
い
る
。
林
が
言
及
し
た
拍
子
の

問
題
も
た
し
か
に
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、筆
者
は
呂
の
律
化
が
音
律
の
面
に
お
け
る
最
も

大
き
い
問
題
と
考
え
て
い
る
。
近
年
で
は
「
催
馬
楽
な
ど
で
律
歌
・
呂
歌
な
ど
と
い
う
場

合
、
必
ず
し
も
音
階
や
調
性
上
の
相
違
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。」

〔
平
野
他
一
九
八
九　

一
二
三
頁
〕
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
が
、
藤
原
師
長
の
『
三
五

要
録
』『
仁
智
要
録
』
等
の
楽
譜
に
徴
す
れ
ば
、
平
安
時
代
に
調
の
区
別
と
し
て
呂
律
の

別
が
存
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（1）
。し
た
が
っ
て
今
日
の
催
馬
楽
で
呂
律
の
区
別
が
判

然
と
し
な
い
の
は
江
戸
時
代
の
復
興
以
降
に
生
じ
た
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
何
故
呂
が
律
化
し
た
の
か
。
換
言
す
れ
ば
何
故
呂
が
う
ま
く
復
興
で
き
な
い
の

か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
二
つ
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
一

は
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
呂
律
の
関
係
性
が
変
化
し
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
期
に
は
律
の
五

声
を
基
準
に
す
る
理
論
が
広
が
り
、こ
れ
が
日
本
の
五
声
と
見
做
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た

こ
と
（
す
な
わ
ち
呂
が
日
本
の
音
楽
理
論
か
ら
排
除
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
）、
今

一
つ
は
国
学
者
が
催
馬
楽
を
研
究
し
た
際
に
旋
律
面
に
は
考
察
が
及
ば
ず
、歌
詞
の
面
の

み
か
ら
神
楽
と
催
馬
楽
を
同
一
の
枠
組
み
で
捉
え
る
催
馬
楽
観
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
呂
の
復
興
が
う
ま
く
い
か
な
い
一
因
に
、
こ
の
両
者
の
絡
み
合
い
が
影
響

し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
い（2）
。

江
戸
時
代
の
呂
律
と
催
馬
楽
の
復
興

遠
藤　
　

徹

平
安
時
代
の
宮
廷
社
会
で
盛
行
し
た
催
馬
楽
は
、
中
世
に
一
旦
伝
承
が
途
絶
え
た
が
、
江
戸
時
代
の
復
興
の
成
果
に
よ
っ
て
、
呂
歌
「
安
名
尊
」

「
山
城
」「
席
田
」「
蓑
山
」
と
律
歌
「
伊
勢
海
」「
更
衣
」
の
六
曲
が
明
治
期
に
撰
定
さ
れ
、
現
在
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
復
興

は
平
安
時
代
の
催
馬
楽
を
正
し
く
再
現
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
呂
が
律
化
し
呂
と
律
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
音

律
の
面
に
お
け
る
最
も
大
き
い
問
題
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
二
つ
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
。
一
は
、
鎌
倉
時
代
以

降
に
呂
律
の
関
係
性
が
変
化
し
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
期
に
は
律
の
五
声
を
基
準
に
す
る
理
論
が
広
が
り
、
律
の
五
声
の
方
が
日
本
の
五
声
の
本
位

と
見
做
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
、
今
一
つ
は
国
学
者
が
催
馬
楽
を
研
究
し
た
際
に
ほ
と
ん
ど
の
場
合
旋
律
面
に
は
考
察
が
及
ば
ず
、
歌
詞
の
面

の
み
か
ら
神
楽
と
催
馬
楽
を
同
一
の
枠
組
み
で
捉
え
る
催
馬
楽
観
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
呂
の
復
興
が
う
ま
く
い
か
な
い
一
因
と
し

て
、
こ
の
両
者
の
絡
み
合
い
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
を
想
定
し
た
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
催
馬
楽
、
近
世
、
国
学
、
琴
士
、
呂
音
階
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一　

呂
律
の
関
係
性
の
変
容
か
ら
律
の
五
声
本
位
へ

『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
十
二
に
は
呂
律
の
別
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
参
考
の
た
め
に
宮
を
ド
に
し
た
階
名
を
併
記
し
て
お
く
。

律　

宮　

商　

嬰
商　

角　
　
　

徴　

羽　

嬰
羽

　
　

ド　

レ　

ミ
♭　

フ
ァ　
　

ソ　

ラ　

シ
♭

呂　

宮　

商　

角　
　

変
徴　
　

徴　

羽　

変
宮

　
　

ド　

レ　

ミ　
　

フ
ァ
＃　

ソ　

ラ　

シ

現
在
の
呂
律
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、呂
律
の
理
論
は
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う（3）
。

さ
て
、
一
見
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
呂
律
の
相
互
関
係
は
七
声
で
考
え
る
場
合

と
五
声
で
考
え
る
場
合
と
で
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。
唐
楽
は
七
声
で
作
ら
れ
て
お
り
、

呂
律
は
中
国
の
理
論
の
宮
調
と
羽
調
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
呂
の
宮
を
ド
、

律
の
宮
（
中
国
の
七
声
で
は
羽
）
を
ラ
に
し
て
階
名
を
記
す
と
、呂
律
は
以
下
の
よ
う
な

平
行
調
の
ご
と
き
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

呂　
　
　
　
　
　

宮　
　

商　

角　

変
徴　
　

徴　
　

羽　

変
宮

　
　
　
　
　
　
　

ド　
　

レ　

ミ　

フ
ァ
＃　

ソ　
　

ラ　

シ

律　

宮　

商　
　

嬰
商　

角　

徴　

羽　
　
　

嬰
羽

　
　
（
羽　

変
宮　

宮　
　

商　

角　

変
徴　
　

徴　
　

中
国
の
七
声　

傍
線
は
五
声
）

　
　

ラ　

シ　
　

ド　
　

レ　

ミ　

フ
ァ
＃　

ソ　

催
馬
楽
が
平
安
中
期
以
降
に
呂
は
双
調
（
主
音
は
Ｇ
）、
律
は
平
調
（
主
音
は
Ｅ
）
で

調
え
ら
れ
、
御
遊
で
こ
の
二
つ
の
調
子
が
常
用
さ
れ
た
の
は
、『
残
夜
抄
』
に
「
双
調
と

平
調
と
う
つ
り
よ
く
。
壹
越
調
と
盤
渉
調
と
又
う
つ
り
よ
し
。
又
黄
鐘
調
と
下
無
調
と
は

よ
し
。
此
外
の
か
へ
り
こ
ゑ
は
い
と
い
み
じ
く
な
し
」（
主
音
は
壹
越
調
が
Ｄ
で
盤
渉
調

は
Ｂ
、
黄
鐘
調
が
Ａ
で
下
無
調
はF

#

）
と
見
え
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
平
行
調
的
な
関

係
性
が
好
ま
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
呂
律
の
呼
称
に
「
嬰
」
等
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
か
ら
で
あ

り
、そ
れ
以
前
は
律
固
有
の
七
声
名
は
無
か
っ
た
。
そ
の
た
め
藤
原
師
長
は
律
も
呂
と
同

様
に
宮
、
商
、
角
、
変
徴
、
徴
、
羽
、
変
宮
の
七
声
で
記
し
、
律
で
は
角
、
変
徴
、
変
宮

の
三
声
が
呂
よ
り
一
律
（
半
音
）
下
に
な
る
と
説
明
し
て
い
た
（『
仁
智
要
録
』
等
）。
そ

し
て
律
固
有
の
称
呼
法
が
な
か
っ
た
時
代
に
は
五
声
も
宮
調
と
羽
調
の
関
係（
呂
を
ド
レ

ミ
ソ
ラ
に
置
け
ば
律
は
ラ
ド
レ
ミ
ソ
）
で
考
え
て
い
た（4）
。

こ
れ
に
対
し
て
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
の
七
声
か
ら
嬰
変
の
変
声
を
除
い
た
五
声
を
抜

き
出
す
と
、律
の
宮
を
ソ
に
し
な
い
と
呂
律
は
対
応
し
な
く
な
る
。
こ
こ
で
は
呂
律
の
関

係
は
宮
調
と
徴
調
、
す
な
わ
ち
正
格
・
変
格
の
ご
と
き
関
係
に
変
わ
る
。

呂
（
徴
）（
羽
）　

宮　
　

商　
　

角　
　

徴　
　

羽

　
　
　
　
　
　
　

ド　
　

レ　
　

ミ　
　

ソ　
　

ラ　

律　

宮　
　

商　　

角　
　

徴　
　

羽　
　

　
　

ソ　
　

ラ　　

ド　
　

レ　
　

ミ

律
固
有
の
七
声
は
、
平
安
末
期
頃
か
ら
神
楽
歌
、
朗
詠
な
ど
の
五
声
の
歌
謡
も
包
含
し

て
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、神
楽

歌
が
律
の
五
声
で
解
さ
れ
た
こ
と
か
ら
鎌
倉
期
に
は
律
の
五
声
が
日
本
の
五
声
（
五
音
）

と
す
る
解
釈
も
生
ま
れ
た（5）
。
そ
し
て
中
世
に
盛
行
し
た
講
式
、
平
家
、
謡
曲
な
ど
が
い
ず

れ
も
律
の
五
声
に
親
和
性
が
強
い
こ
と
や
、
平
行
調
的
な
呂
律
の
関
係
性
を
基
調
に
し
た

御
遊
が
衰
退
し
た
こ
と
な
ど
が
相
ま
っ
て
、
中
世
以
降
は
律
の
五
声
が
広
ま
る
反
面
、
呂

や
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
元
来
の
律（
羽
調
）の
理
論
の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
て
い
っ

た（6）
。時

代
が
下
っ
て
応
仁
の
乱
を
挟
ん
で
雅
楽
が
衰
退
し
た
室
町
後
期
に
は
、豊
原
統
秋
が

『
體
源
抄
』
巻
十
一
「
一
音
律
事
」
に
お
い
て
音
律
の
理
論
を
律
の
五
声
を
基
準
に
記
し
、

呂
角
に
「
秘
々
」「
是
口
伝
、
人
知
ら
ず
」
等
と
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
呂
は
楽
家
の

秘
伝
に
す
ら
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
一
方
、律
の
五
声
の
方
は
十
六
世
紀
を
通
じ
て
一
般
化

し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
、天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
謡
の
伝
書
の

『
塵
芥
抄
』
で
は
、
呂
律
の
音
高
が
い
ず
れ
も
宮
＝
壹
越
（
Ｄ
）、
商
＝
平
調
（
Ｅ
）、
角
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＝
双
調
（
Ｇ
）、
徴
＝
黄
鐘
（
Ａ
）、
羽
＝
盤
渉
（
Ｂ
）
と
律
の
五
声
で
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
呂
律
は
音
階
の
相
違
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
律
の
五
声
が
優
位
と
な
っ
た
情
勢
で
江
戸
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、

江
戸
期
に
儒
学
者
や
和
算
家
が
楽
律
の
研
究
に
乗
り
出
し
て
く
る
と
、律
の
五
声
が
三
分

損
益
法
と
合
致
し
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
、そ
の
解
釈
に
苦
心
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
、
熊
沢
蕃
山
は
「
日
本
の
律
の
調
は
、
角
一
律
高
し
」「
秦
の
代
に
初
て
も
ろ
こ
し
人
、

日
本
へ
来
れ
り
。（
中
略
）
始
皇
が
悪
政
を
さ
け
た
る
な
り
。
故
に
日
本
の
声
を
聞
て
、

応
ず
る
よ
う
に
な
を
し
て
教
え
た
る
な
る
べ
し
」「
律
書
の
し
ら
べ
に
て
は
、
角
め
り
て

ふ
し
ゆ
か
ず
」（『
雅
楽
解
』）
等
と
記
し
、
中
根
元
圭
も
あ
れ
こ
れ
考
え
た
末
に
「
本
邦

と
異
邦
の
人
、
其
の
音
、
水
土
に
襲
り
て
差
あ
る
」（『
律
原
発
揮
』）
と
説
明
す
る（7）
。
両

者
は
い
ず
れ
も
律
の
五
声
を
日
本
の
五
声
と
し
て
肯
定
し
、三
分
損
益
で
生
じ
る
五
声
と

の
不
一
致
を
日
中
の
相
違
と
し
て
解
し
た
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、『
律
呂
新
書
』
の
研
究
か
ら
古
楽
を
追
求
し
た
中
村
惕
斎
と
そ
の

弟
子
の
斎
藤
元
成
は
、「
自
然
天
成
而
不
雑
一
毫
人
為
者
（
自
然
の
天
成
に
し
て
、
一
毫

も
人
為
の
雑
（
ま
じ
）
わ
ら
ざ
る
）」（『
筆
記
律
呂
新
書
説
』）
と
し
て
三
分
損
益
法
を
絶

対
視
し
、「
今
壹
平
双
黄
盤
ノ
五
声
ヲ
宮
商
角
徴
羽
ト
ス
ル
ハ
非
ナ
リ
」「
コ
レ
タ
ヽ
壹
平

双
黄
盤
ノ
五
調
子
ノ
楽
ヲ
調
フ
ル
タ
メ
ニ
コ
ノ
五
律
ヲ
抽
ン
テ
用
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
後

ノ
人
過
テ
宮
商
角
徴
羽
ノ
五
声
ニ
配
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
エ
タ
リ
」（『
楽
律
要
覧
』）
と
、

宮
＝
壹
越
（
Ｄ
）、
商
＝
平
調
（
Ｅ
）、
角
＝
双
調
（
Ｇ
）、
徴
＝
黄
鐘
（
Ａ
）、
羽
＝
盤
渉

（
Ｂ
）
に
配
す
る
慣
習
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
退
け
た
。

こ
う
し
た
惕
斎
等
の
研
究
の
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る（8）
安
倍
季
尚
の
『
楽
家
録
』

三
五–

三
で
は
、
呂
を
再
び
表
舞
台
に
戻
し
、
呂
律
の
別
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

呂　

宮　

商　

角　

変
徴　

徴　

羽　

変
宮

律　

宮　

商　

嬰
商　

角　

徴　

羽　

嬰
羽

『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、『
楽
家
録
』
で
は
呂
を
主
に
し
て
記

し
、
呂
の
七
声
の
下
に
「
此
図
和
漢
共
同
之
」
と
注
記
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。

一
方
で
律
に
つ
い
て
は
「
謬
説
五
声
」（
同
三
五–

一
〇
）
と
し
つ
つ
も
中
世
初
期
の
理

論
を
記
載
し
て
い
る
点
は
見
落
と
せ
な
い
。
な
お
、『
楽
家
録
』
の
こ
の
理
論
体
系
は
そ

の
後
地
下
楽
家
に
踏
襲
さ
れ
、
現
代
の
理
論
に
つ
な
が
る
。

さ
て
、
惕
斎
と
元
成
等
が
日
本
で
通
行
す
る
律
の
五
声
を
誤
り
と
し
、「
自
然
の
天
成
」

と
し
た
三
分
損
益
法
で
生
じ
る
七
声
（
呂
の
七
声
）
が
本
来
の
七
声
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
て
以
降
、
儒
学
が
浸
透
す
る
中
で
学
者
の
間
で
は
、
呂
の
方
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
と
す

る
考
え
方
も
生
じ
た
。
尾
張
藩
士
の
平
岩
元
珍
は
『
平
調
波
良
鼓
』
に
次
ぎ
の
よ
う
な
興

味
深
い
話
を
書
き
留
め
て
い
る
。

「
甲
子
の
夏
五
月
初
つ
か
た
、
積
雨
新
に
晴
て
斎
居
無
事
、
漆
園
翁
忽
然
と
し
て
来
り
。

欣
然
と
し
て
予
に
謂
て
曰
く
、
此
日
村
居
を
出
て
庶
民
田
草
を
と
る
歌
を
き
く
に
、
恐
ら

く
呂
調
に
協
ん
か
、
請
、
箏
を
取
て
弾
ぜ
よ
と
、
予
も
ま
た
莞
爾
と
し
て
呂
調
一
越
宮
に

し
て
翁
を
し
て
う
た
は
し
め
、
こ
れ
を
か
な
づ
る
に
誠
に
呂
調
に
か
な
へ
り
。（
中
略
）

水
野
村
の
民
、
人
情
自
然
の
音
声
呂
調
に
か
な
つ
る
事
、
彼
唐
堯
の
御
時
の
童
謡
、
不
識

不
知
、
帝
之
則
に
順
の
面
影
あ
り
、
あ
に
珍
重
な
ら
す
や
。」

甲
子
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
漆
園
翁
は
尾
張
国
水
野
村
の
代
官
の
水
野
漆
園
、

予
は
平
岩
元
珍
で
あ
る
。
両
者
は
同
書
を
著
す
前
に
記
紀
歌
謡
の
久
米
歌
に
、久
世
舞
を

参
考
に
し
て
独
自
の
旋
律
を
付
し
た
楽
譜
を
収
載
し
た
『
移
易
新
書
』
を
著
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
際
に
律
で
節
を
つ
け
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
呂
の
旋
律
を
待
望
し
て
い
た

と
い
う
。
あ
る
と
き
彼
等
は
水
野
村
の
庶
民
の
田
草
歌
に
呂
調
ら
し
き
旋
律
を
発
見
し
、

壹
越
調
に
調
絃
し
た
箏
と
合
わ
せ
て
歌
っ
て
み
て
、そ
れ
が
確
か
に
呂
調
に
合
致
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、こ
れ
を
か
の
鼓
腹
撃
壌
の
故
事
に
通
じ
る
も
の
と
見
て
歓
喜

す
る
の
で
あ
る
。こ
こ
に
律
の
五
声
を
日
本
の
五
声
と
す
る
音
律
論
と
は
異
な
る
考
え
方

が
一
部
の
人
々
の
間
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、律
の
五
声
に
親
和

性
の
強
い
旋
律
が
中
世
以
降
に
主
流
を
占
め
た
と
は
い
え
、呂
の
旋
律
が
決
し
て
江
戸
時

代
の
日
本
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
合
わ
せ
て
知
ら
れ
る（9）
。

も
っ
と
も
、
呂
に
注
目
し
た
の
は
こ
う
し
た
一
部
の
学
者
に
と
ど
ま
っ
た
。
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二　

堂
上
楽
家
に
よ
る
催
馬
楽
の
再
興
と
呂
律　

催
馬
楽
の
復
興
は
、
律
の
五
声
が
五
声
の
本
位
と
考
え
ら
れ
て
い
た
江
戸
初
期
に
始

ま
っ
た
。
復
興
の
経
緯
は
〔
平
出
一
九
五
九
〕
に
詳
し
い
の
で
、同
論
文
に
依
拠
し
て
そ

の
動
向
を
先
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
百
年
ば
か
り
も
廃
た
り
し
」（『
徳
川
実
紀
』）
催
馬
楽
復
興
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
寛

永
三
年
（
一
六
二
六
）
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行
幸
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
は
律
の
「
伊

勢
海
」
が
四
辻
季
継
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
。
次
い
で
、天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
藤

原
房
子
立
后
節
会
に
は
律
の
「
伊
勢
海
」
が
再
び
奏
さ
れ
、呂
の
「
安
名
尊
」
が
句
頭
の

部
分
の
み
綾
小
路
俊
景
等
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
。こ
の
と
き
の
再
興
は
地
下
楽
人
か
ら

は
不
評
で
「
朗
詠
之
様
少
替
た
る
う
た
ひ
も
の
」（『
狛
氏
新
録
』）「
依
俄
之
催
、墨
譜
及

拍
子
之
法
、
異
于
古
法
。
時
人
疑
之
。」（『
楽
家
録
』）
等
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
大
嘗
会
清
暑
堂
御
遊
で
は
呂
の
「
席
田
」「
安
名
尊
」
が
綾

小
路
俊
資
等
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
も
ま
だ
拍
子
は
無
く
、
朗
詠
の
よ

う
に
無
拍
子
で
歌
わ
れ
た
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の
後
桜
町
院
仙
洞
七
十
御
賀
の
御

遊
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
三
管
・
三
絃
が
和
応
す
る
に
よ
う
に
勘
案
せ
よ
と
い
う
別
勅
に

よ
っ
て
、
付
物
（
伴
奏
楽
器
）
が
加
わ
り
拍
子
が
付
け
ら
れ
、「
朗
詠
的
催
馬
楽
」
か
ら

脱
却
し
た
呂
の
「
席
田
」「
安
名
尊
」
が
奏
さ
れ
た
。
こ
の
文
化
年
間
の
再
興
が
今
日
の

伝
承
の
基
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
催
馬
楽
の
復
興
は
宮
廷
儀
礼
の
復
興
に
と
も
な
っ
て
、主
に

堂
上
楽
家
の
綾
小
路
家
が
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
綾
小
路
家
は
歌
物
の
家
で
あ
り
、地

下
楽
人
か
ら
「
朗
詠
之
様
少
替
た
る
う
た
ひ
も
の
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、朗
詠
が
律
で

あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
た
た
め
か
、あ
る
い
は
律
の
五
声
を
無
意
識
下
に
前
提
に
据
え
て

し
ま
っ
て
い
た
た
め
か
、
呂
律
を
正
し
く
歌
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
再
興
催
馬
楽
で

は
呂
歌
の
音
階
が
大
い
に
混
乱
し
て
い
た
ら
し
い
。
平
出
論
文
に
よ
る
と
豊
原
陽
秋

（
一
八
二
六
〜
一
八
四
八
）
は
「
豊
原
家
楽
録
」
に
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

「
余
兼
テ
呂
歌
ノ
コ
ト
ヲ
案
ル
ニ
、
今
世
ノ
歌
ヒ
様
呂
ニ
ア
ラ
ズ
。
大
カ
タ
ハ
盤
渉
カ

リ
テ
神
仙
ノ
様
ナ
リ
。
律
角
也
。
商
・
角
・
羽
カ
リ
テ
、
宮
・
徵
メ
ル
ナ
リ
。」

双
調
の
呂
の
五
声
は
、
本
来
は
双
調
（
Ｇ
）・
黄
鐘
（
Ａ
）・
盤
渉
（
Ｂ
）・
壹
越
（
Ｄ
）・

平
調
（
Ｅ
）
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、当
時
の
呂
は
第
三
音
が
上
が
っ
て
神
仙
（
Ｃ
）
す

な
わ
ち
律
角
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
音
も
上
下
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る（10）
。

も
ち
ろ
ん
綾
小
路
家
も
催
馬
楽
の
復
興
が
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
は
十
分
に
承
知
し

て
い
た
。当
初
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
止
む
無
く
行
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
が
、江
戸
後
期
に
な
る
と
堂
上
楽
家
も
復
興
に
並
々
な
ら
ぬ
使
命
感
を
持
つ
に
至

り
、
音
楽
と
し
て
よ
り
適
し
た
姿
を
求
め
て
、
地
下
楽
家
の
助
力
を
乞
う
な
ど
努
力
を
惜

し
ま
な
か
っ
た（11）
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
楽
譜
を
整
え
る
に
止
ま
り
、
実
唱
面
で
は
完

成
す
る
に
は
至
ら
ず
、
呂
の
問
題
は
拍
子
の
問
題
と
と
も
に
明
治
以
降
に
持
ち
越
さ
れ

た
。明

治
に
な
る
と
催
馬
楽
の
伝
承
は
堂
上
楽
家
の
手
を
離
れ
、地
下
楽
家
で
組
織
さ
れ
た

雅
楽
局
（
現
在
の
宮
内
庁
楽
部
）
に
移
る
。
そ
し
て
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
撰
定
譜

に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に
再
興
さ
れ
た
「
安
名
尊
」「
席
田
」「
山
城
」「
蓑
山
」「
伊
勢

海
」「
更
衣
」
の
六
曲
が
撰
定
さ
れ
、
教
習
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
明
治
後
期

に
至
っ
て
も
な
お
容
易
に
実
唱
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、山
井
基
清

（
一
八
八
五
〜
一
九
七
〇
）
の
次
の
証
言
か
ら
知
ら
れ
る
〔
山
井
一
九
六
六　

ま
え
が

き
〕。

「
私
が
ま
だ
二
十
歳
以
前
、
と
い
え
ば
今
か
ら
六
十
年
近
く
も
昔
の
こ
と
に
な
る
が
、

当
時
牛
込
見
附
内
に
在
っ
た
宮
内
省
の
雅
楽
練
習
所
で
教
え
ら
れ
た
催
馬
楽
は
、
安
名

尊
・
山
城
・
席
田
・
蓑
山
・
伊
勢
海
・
更
衣
の
六
首
だ
け
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
当
時
、

宮
中
で
催
馬
楽
の
唱
奏
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
せ
い
ぜ
い
一
、二
回
ぐ
ら
い
で
、
一

回
も
そ
の
必
要
の
な
か
っ
た
年
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
も
、唱
奏
さ
れ
る
場
合
は
い
つ
も
更

衣
か
、
伊
勢
海
の
ど
ち
ら
か
に
決
ま
っ
て
い
て
、
他
の
四
首
が
唱
奏
さ
れ
る
こ
と
は
一
回

も
な
か
っ
た
。

こ
の
四
首
の
う
ち
で
、
安
名
尊
と
席
田
は
、
た
ま
に
練
習
所
の
お
さ
ら
い
の
曲
目
に
出
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さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
い
つ
も
混
乱
に
つ
ぐ
混
乱
で
、
中
途
で
や
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
が
常
で
あ
っ
た
。」

山
井
基
清
は
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
話
は
明
治

三
八
年
（
一
九
〇
五
）
頃
の
こ
と
と
な
る
。「
伊
勢
海
」「
更
衣
」
は
律
で
、「
唱
奏
さ
れ

る
こ
と
は
一
回
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
安
名
尊
」「
山
城
」「
席
田
」「
蓑
山
」
は
い
ず

れ
も
呂
で
あ
る
。こ
こ
に
呂
の
問
題
が
豊
原
陽
秋
の
時
代
か
ら
ま
っ
た
く
進
展
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
後
も
呂
の
問
題
は
棚
上
げ
の
状
態

の
ま
ま
で
一
世
紀
以
上
が
経
過
し
、現
在
に
至
る
ま
で
正
式
な
場
で
の
演
奏
は
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
ず（12）
、
試
み
に
歌
う
場
合
は
律
に
変
え
る
の
が
例
に
な
っ
て
い
る（13）
。

も
ち
ろ
ん
理
論
上
の
構
成
音
は
『
楽
家
録
』
以
来
判
明
し
て
い
る
の
で
、明
治
初
期
に

編
纂
さ
れ
た
『
音
楽
略
解（14）
』
で
も
催
馬
楽
の
呂
歌
の
旋
律
は
理
論
通
り
の
呂
の
七
声
で
記

述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
則
っ
て
実
唱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
事
実
、
明
治
以

降
に
は
そ
う
し
た
試
み
も
あ
り
、〔
伊
庭
一
九
三
四
〕
で
は
呂
の
「
席
田
」
が
冒
頭
部
分

を
除
い
て
理
論
通
り
の
音
階
音
で
録
音
さ
れ
て
い
る（15）
。
ま
た
、民
間
団
体
の
例
で
は
あ
る

が
、
筆
者
も
か
つ
て
呂
の
「
安
名
尊
」
を
復
曲
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
も
理

論
通
り
の
呂
の
音
階
で
実
演
を
行
っ
た（16）
。

し
か
し
、
呂
を
理
論
に
適
っ
た
音
階
で
演
奏
す
る
と
、
現
在
の
伝
承
者
や
現
行
の
雅
楽

に
馴
染
ん
で
い
る
聴
衆
に
は
、平
安
時
代
の
本
来
の
催
馬
楽
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
誰
も
知
ら
な
い
は
ず
な
の
に
も
拘
ら
ず
、何
故
か
催
馬
楽
ら
し
く

0

0

0

聴
こ
え
な
い
の
で

あ
る（17）
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。
呂
の
音
階
へ
の
違
和
感
は
、平
安
時
代
に

存
し
た
呂
律
の
平
行
調
的
な
関
係
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
中
世
以
降
の
歌
謡
で
は
律
が
優
勢
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
伝

統
的
な
歌
謡
＝
律
と
い
う
固
定
観
念
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
な
の
で
は

な
い
か（18）
。そ
し
て
そ
う
し
た
認
識
を
江
戸
時
代
以
来
の
国
学
的
な
催
馬
楽
観
が
増
幅
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

三　

二
つ
の
催
馬
楽
観

堂
上
楽
家
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
催
馬
楽
の
再
興
が
行
わ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
国
学
が

起
こ
り
、国
学
者
も
催
馬
楽
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
室
町
中
期
に
著
さ
れ
た

一
条
兼
良
著
『
梁
塵
愚
案
抄
』
の
版
本
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
の
を

皮
切
り
に
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
は
賀
茂
真
淵
『
神
楽
歌
考
』『
催
馬
楽
考
』、
文

政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
は
小
山
田
与
清
『
楽
章
類
語
抄
』、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

に
は
橘
守
部
『
神
楽
催
馬
楽
歌
入
綾
』、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
は
吉
田
蕃
教
『
神

楽
歌
催
馬
楽
弁
解
』
な
ど
、催
馬
楽
の
注
釈
書
や
研
究
書
が
相
次
い
で
著
さ
れ
た
。
国
学

者
の
催
馬
楽
研
究
は
歌
意
か
ら
古
の
直
き
心
を
探
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
っ
た
。そ
の
た

め
『
楽
章
類
語
抄
』
に
「
催
馬
楽
略
譜
は
字
の
左
右
に
墨
譜
を
附
て
曲
節
を
示
し
た
り
、

こ
れ
も
学
者
に
用
な
き
が
ゆ
ゑ
に
書
ず
」、『
神
楽
催
馬
楽
歌
入
綾
』
に
は
「
か
ゝ
る
音
楽

の
う
へ
は
、
其
家
々
の
ひ
め
事
も
あ
り
と
き
け
ば
、
付
た
る
節
は
も
と
よ
り
、
口
伝
め
き

た
る
す
ぢ
ど
も
は
皆
憚
り
て
一
つ
も
載
せ
ず
。
た
だ
う
た
よ
む
人
の
た
め
に
、う
た
の
心

詞
を
と
く
の
み
ぞ
あ
り
け
る
。」
と
見
え
る
よ
う
に
、
国
学
者
は
音
振
（
旋
律
や
拍
子
）

は
歌
意
の
理
解
に
関
係
な
い
と
し
て
、
あ
る
い
は
楽
家
へ
の
憚
り
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
考
察

に
及
ん
で
い
な
い
。江
戸
末
期
に
至
る
と
吉
田
蕃
教
が
神
楽
に
は
無
い
律
呂
の
別
が
催
馬

楽
に
あ
る
こ
と
を
疑
問
に
思
い
、「
律
と
い
ふ
は
声
を
は
り
て
強
く
う
た
ふ
也
、
う
た
ふ

調
へ
は
楽
人
の
わ
さ
也
、
呂
ハ
声
を
さ
け
て
う
と
ふ
、
律
に
む
か
へ
る
調
へ
な
り
」（『
神

楽
歌
催
馬
楽
弁
解
』）
と
謡
に
影
響
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
呂
律
の
解
釈
を
施
す
が
、
や
は

り
詳
し
い
こ
と
は
専
門
の
家
の
領
域
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
以
上
の
追
求
は
し
な
か
っ
た
。

管
見
の
限
り
で
は
伴
信
友
の
み
は
音
振
を
考
察
し
た
形
跡
が
あ
り
、『
古
詠
考
』
に
「
又

催
馬
楽
は
、
正
し
く
も
と
唐
ざ
ま
の
楽
の
調
に
あ
は
せ
て
歌
う
た
ふ
曲
な
り
、（
中
略
）

古
の
う
た
ひ
た
る
歌
の
ふ
り
と
は
き
こ
え
ず
、
す
べ
て
な
つ
か
し
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
。

催
馬
楽
の
音
振
は
唐
楽
等
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、音
振
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば

国
学
者
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
「
な
つ
か
し
か
ら
ず
」
と
い
う
評
価
に
な
る
の
で
あ
る（19）
。
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と
こ
ろ
で
、江
戸
中
期
に
は
国
学
者
と
は
全
く
異
な
る
目
線
で
催
馬
楽
を
み
る
も
の
も

い
た
。
そ
れ
は
鈴
木
蘭
園
（
一
七
四
一
〜
一
七
九
〇
）、
浦
上
玉
堂
（
一
七
四
五
〜

一
八
二
〇
）
等
の
七
絃
琴
を
嗜
ん
だ
琴
士
で
あ
る
。『
玉
堂
雑
記
』
に
「
催
馬
楽
は
み
な

古
楽
の
合
唱
歌
に
て
其
声
律
は
唐
国
の
古
に
本
つ
き
た
る
も
の
な
り
」「
所
謂
詩
の
国
風

に
し
て
其
声
は
元
三
代
の
古
国
よ
り
伝
来
れ
る
楽
曲
」
等
と
見
え
る
よ
う
に
、琴
士
は
催

馬
楽
の
旋
律
が
漢
土
由
来
の
古
楽
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、詩
経
国
風
に
重
ね
て
催
馬
楽

を
捉
え
た
。
そ
し
て
蘭
園
、
玉
堂
等
は
、
中
村
惕
斎
、
荻
生
徂
徠
等
に
よ
っ
て
啓
か
れ
た

儒
学
的
な
古
楽
復
興
の
精
神
の
も
と
、
宮
中
で
行
わ
れ
て
い
た
再
興
と
は
無
関
係
に
、
平

安
時
代
の
楽
譜
を
手
が
か
り
に
し
て
独
自
の
復
曲
を
試
み
て
い
た（20）
。
そ
の
様
子
は
、伴
蒿

蹊
『
閑
田
耕
筆
』
に
「
催
馬
楽
の
楽
曲
に
あ
ふ
も
の
多
し
と
、常
に
鈴
木
氏
か
た
ら
れ
し

が
、
み
づ
か
ら
う
た
ひ
、
ま
た
笛
に
あ
は
せ
、
箏
に
の
せ
て
き
か
さ
れ
し
こ
と
も
有
り

き
。
是
お
も
し
ろ
き
こ
と
な
り
。
い
づ
れ
の
曲
も
、か
く
や
う
に
う
た
ひ
も
の
に
あ
は
ま

し
か
ば
、
俗
楽
を
捨
て
、
こ
れ
に
よ
る
人
も
有
べ
き
も
の
を
と
嘆
息
し
た
り
し
。」
と
記

さ
れ
て
い
る
。も
っ
と
も
誰
に
も
正
解
は
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
周
囲
は
戸
惑

い
も
み
せ
、「
近
来
大
仏
に
あ
り
し
鈴
木
何
が
し
は
、
今
の
催
馬
楽
、
む
か
し
の
声
振
に

あ
ら
ず
と
て
、
仁
智
要
録
、
三
五
要
録
な
ど
よ
り
考
合
せ
て
、
わ
た
く
し
に
う
た
ひ
出
せ

り
し
か
ど
、
ま
こ
と
の
む
か
し
の
声
振
と
も
お
も
ひ
な
さ
れ
ず
」（
橋
本
経
亮
『
橘
窓
自

語
』）
な
ど
と
記
さ
れ
も
し
た
。

琴
士
の
試
み
た
復
曲
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、彼
等
は
国
学

者
と
は
異
な
る
催
馬
楽
観
を
持
ち
、『
玉
堂
雑
記
』
に
「
此
道
に
深
く
志
、
古
書
に
考
へ

求
め
ば
千
載
絶
た
る
緒
も
継
ざ
ら
ん
や
は
」
と
見
え
る
よ
う
に
、音
楽
と
し
て
の
復
興
を

切
に
望
ん
で
い
た
の
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。し
か
し
こ
う
し
た
江
戸
中
期
の
琴
士
の
試
み

は
そ
の
後
に
継
承
す
る
も
の
が
い
な
く
、
一
時
の
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
今
日
の
催

馬
楽
研
究
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
残
し
て
い
な
い
。

催
馬
楽
は
風
俗
（
民
謡
）
の
歌
詞
を
唐
楽
風
の
旋
律
に
の
せ
て
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
音
振
か
ら
み
る
か
、
歌
詞
か
ら
み
る
か
で
想
起
す
る
催
馬
楽
像
は
大
き
く
異
な
っ
て

く
る
。
国
学
者
は
神
楽
と
催
馬
楽
を
共
に
研
究
す
る
の
を
常
と
し
た
た
め
「
神
楽
催
馬

楽
」
の
枠
組
み
が
形
作
ら
れ
、近
代
以
降
の
研
究
や
催
馬
楽
観
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
き
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
の
研
究
は
音
振
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
時
代

に
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
音
振
を
除
外
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
音
振
の
面
で
は
神
楽
と
催
馬
楽
は
、（
互
い
に
影
響
関
係
は
あ
っ
た
と

し
て
も
）基
本
構
造
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
神
楽
は
呂
律
の
別
な
ど
は
無
く
一
貫

し
た
五
音
の
音
組
織
で
作
ら
れ
て
い
る
〔
遠
藤
二
〇
一
一
、二
〇
一
二
〕
の
に
対
し
、
催

馬
楽
は
唐
楽
に
準
じ
た
七
声
に
立
脚
し
呂
律
に
別
け
て
唱
わ
れ
た
。平
安
時
代
に
催
馬
楽

は
楽
に
由
来
す
る
音
振
に
特
徴
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』

巻
十
一
に
「
催
馬
楽
が
く
の
催
馬
楽
の
拍
子
に
唱
て
、
も
と
其
楽
よ
り
起
る
な
る
べ
し
。

風
俗
の
音
声
、
み
じ
か
く
、
節
に
い
や
し
め
る
声
の
あ
り
。
其
ふ
り
を
か
へ
て
唱
な
り
。

本
は
催
馬
楽
と
云
楽
の
音
ニ
め
ぐ
り
て
唱
つ
ゝ
る
も
の
也
」（
傍
線
引
用
者
）
と
あ
る
こ

と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。こ
の
よ
う
に
見
る
と
琴
士
の

催
馬
楽
観
も
改
め
て
位
置
づ
け
直
す
必
要
性
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に

年
の
初
め
の
、
例
（
た
め
し
）
と
て
、
終
わ
り
な
き
世
の
、
め
で
た
さ
を

松
竹
た
て
て
、
門
ご
と
に
、
祝
う
今
日
こ
そ
、
た
の
し
け
れ

千
家
尊
福
作
の
こ
の
歌
詞
を
見
て
、ど
の
よ
う
な
旋
律
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
上
真
行
作
曲
の
唱
歌
「
一
月
一
日
」
を
知
っ
て
い
る
人
は
、ニ
長
調
で
作
曲
さ
れ
た
か

の
旋
律
を
立
ち
ど
こ
ろ
に
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、旋
律
を
知
ら
な
け
れ
ば
ど
う

か
。
歌
詞
が
置
か
れ
た
文
脈
次
第
で
は
、朗
詠
風
の
旋
律
や
謡
風
の
節
を
想
起
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
し
、
七
・
五
の
四
句
か
ら
な
る
歌
詞
の
構
成
か
ら
、
今
様
を
想
起
す
る
こ

と
す
ら
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
旋
律
が
失
わ
れ
て
長
い
年
月
が
過
ぎ
、ニ
長
調
が
い

か
な
る
音
組
織
か
解
ら
な
く
な
り
、覚
え
書
き
程
度
の
楽
譜
し
か
伝
来
し
て
い
な
か
っ
た

と
し
た
ら
、旋
律
を
正
し
く
復
元
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
か
。
江
戸
時
代
の
催
馬
楽

の
復
興
の
際
に
直
面
し
て
い
た
の
は
、
喩
え
る
な
ら
そ
の
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
た
。
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催
馬
楽
の
復
興
、
こ
と
に
呂
の
復
興
が
上
手
く
い
か
な
い
原
因
の
一
は
、
律
が
変
化
し

た
こ
と
に
よ
り
、平
安
時
代
の
呂
律
の
関
係
性
が
回
復
で
き
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と

一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
唐
楽
で
は
呂
の
双
調
が
依
然
と
し
て
健
在
で
あ
る
の
で
、

そ
れ
ば
か
り
が
原
因
と
は
い
え
ま
い（21）
。か
つ
て
再
興
催
馬
楽
の
拍
子
を
問
題
に
し
た
林
謙

三
は「
近
世
の
復
興
曲
は
一
応
白
紙
に
も
ど
し
古
楽
譜
そ
の
も
の
に
つ
い
て
新
ら
し
い
手

が
か
り
を
求
め
て
解
決
す
る
他
は
な
い
」〔
林
一
九
五
九　

四
頁
〕
と
述
べ
た
。
そ
の
後

も
古
楽
譜
の
研
究
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
の
で
、林
が
切
り
開
い
た
古

楽
譜
研
究
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
前
提
で
は
あ
る
が
、
学
術
的
な
復
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、

伝
承
曲
と
し
て
呂
の
催
馬
楽
を
回
復
す
る
に
は
、そ
れ
に
加
え
て
日
本
音
楽
に
お
け
る
呂

音
階
の
復
権
や
催
馬
楽
観
の
再
構
築
な
ど
も
俎
上
に
の
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に

筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

注1　
〔
李
二
〇
〇
一
〕
で
も
、
詳
細
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。

2　

本
稿
は
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
「
近
世
日
本
に
お
け
る

儒
学
の
楽
思
想
に
関
す
る
思
想
史
・
文
化
史
・
音
楽
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
研
究
代
表
者　

武
内
恵
美

子
）
に
お
け
る
二
〇
一
五
年
五
月
三
一
日
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

3　

同
書
で
は
呂
律
の
中
間
と
し
て
半
呂
半
律
を
掲
げ
る
が
、
本
稿
の
論
点
に
直
接
に
は
関
係
し
な
い
の

で
こ
こ
で
は
略
す
。

4　
『
仁
智
要
録
』
の
律
の
調
絃
法
等
か
ら
知
ら
れ
る
。
な
お
、こ
の
問
題
は
〔
遠
藤
二
〇
〇
五
〕
で
詳
し

く
論
じ
た
。

5　

律
の
五
声
は
安
然
『
悉
曇
蔵
』
に
記
さ
れ
た
も
の
を
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
天
台
声
明

家
が
理
論
付
け
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
早
い
例
は
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に

成
っ
た
湛
智
著
『
声
明
用
心
集
』
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
で
は
律
の
五
声
は
神
楽
で
用
い
る
こ
と
か

ら
「
日
本
ノ
五
音
」
と
し
、
呂
の
七
声
を
「
辰
旦
ノ
七
音
」、
律
の
七
声
を
「
印
度
ノ
五
七
音
」
と
す

る
。

6　

律
の
旋
律
の
変
化
は
、
こ
の
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

7　

中
根
元
圭
の
音
律
論
に
つ
い
て
は
〔
遠
藤　

二
〇
一
四
〕
で
論
じ
た
。

8　
『
楽
家
録
』
と
中
村
惕
斎
等
の
研
究
の
関
係
に
つ
い
て
は
、〔
馬
淵
一
九
九
五
〕
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

9　

熊
沢
蕃
山
も
江
戸
時
代
前
期
に
呂
の
小
歌
が
存
し
た
こ
と
を
伝
聞
の
か
た
ち
で
記
す
が
、蕃
山
は「
日

本
に
て
自
然
に
お
こ
り
た
る
う
た
ひ
物
に
は
、
此
い
き
な
し
」
と
考
え
て
い
た
た
め
「
律
呂
の
学
あ

り
し
人
、
わ
ざ
と
作
て
、
ふ
し
を
つ
け
置
き
た
る
か
」（『
雅
楽
解
』）
と
解
し
た
。

10　

か
つ
て
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
の
音
高
で
再
現
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
凄
ま
じ
い
音
響
と

な
り
、
当
時
の
苦
労
の
一
端
を
実
感
し
た
。

11　

呂
律
の
問
題
で
は
な
い
が
、
只
拍
子
の
復
興
に
あ
た
っ
て
綾
小
路
俊
資
は
地
下
楽
人
の
安
倍
季
良
に

相
談
し
、『
三
五
要
録
』
を
参
照
せ
よ
と
い
う
助
言
を
得
、
老
齢
の
俊
資
は
自
身
で
行
う
こ
と
は
困
難

な
の
で
、
息
子
の
有
長
に
託
し
、
当
家
伝
来
の
楽
譜
と
少
し
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
か
ら
、

『
三
五
要
録
』
を
参
照
し
て
、
と
に
か
く
習
い
や
す
く
、
面
白
く
き
こ
え
、
付
物
（
伴
奏
楽
器
）
に
合

う
も
の
を
考
え
て
後
代
に
伝
え
て
欲
し
い
と
記
し
た
文
書
を
残
し
て
い
る（『
催
馬
楽
只
拍
子
勘
考
心

得
』）。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
綾
小
路
家
が
真
に
音
楽
と
し
て
の
再
興
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
の
一
端

が
窺
え
る
。
な
お
、
只
拍
子
の
催
馬
楽
は
今
日
で
は
そ
の
存
在
す
ら
忘
れ
去
れ
て
い
る
。

12　

一
九
三
五
年
生
ま
れ
の
元
宮
内
庁
楽
部
楽
師
の
某
氏
に
よ
る
と
同
氏
は
呂
の
筆
頭
の
「
安
名
尊
」
を

公
式
の
場
で
歌
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
と
の
由
で
あ
る
。

13　
〔
芝
二
〇
〇
二
〕
収
録
の
「
安
名
尊
」、〔
多
一
九
九
四
〕
収
録
の
「
席
田
」「
美
濃
山
」、
二
〇
一
五
年

二
月
の
国
立
劇
場
雅
楽
公
演
に
お
け
る
宮
内
庁
楽
部
演
奏
に
よ
る
「
山
城
」
な
ど
。

14　

明
治
初
期
に
上
真
節
、
林
広
守
、
東
儀
季
煕
、
山
井
景
順
、
芝
葛
鎮
、
岩
田
通
徳
、
橋
本
寧
等
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
た
。
催
馬
楽
の
歌
譜
は
音
高
を
明
記
し
た
独
自
の
線
譜
で
示
さ
れ
て
い
る
。

15　

こ
れ
以
前
の
昭
和
五
、六
年
（
一
九
三
〇
、三
一
）
に
近
衛
直
麿
と
兼
常
清
佐
の
雅
楽
の
理
論
と
実
際

を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
っ
た
。
両
氏
の
論
争
は
兼
常
清
佐
、
辻
莊
一
著
『
日
本
音
楽
集
成　

第
一
篇　

雅
楽　

第
一
輯　

催
馬
楽
』（
南
葵
音
楽
図
書
館
）
で
兼
常
が
催
馬
楽
を
陰
旋
で
採
譜
し
た
こ
と
に
は

じ
ま
る
。
近
衛
は
陰
旋
で
は
雅
楽
の
理
論
に
合
わ
な
い
と
し
て
、
兼
常
の
採
譜
を
批
判
す
る
が
、
兼

常
は
実
際
に
唱
っ
て
い
る
と
お
り
に
採
譜
し
た
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
兼
常
は
理
論
と
実
際
が
合
わ

な
い
の
な
ら
、
実
際
に
合
わ
せ
た
理
論
を
作
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
に
至
る
。
こ
の
論
争
を
踏
ま
え

る
と
、
こ
の
録
音
で
は
近
衛
が
敢
え
て
理
論
に
合
わ
せ
た
実
唱
を
試
み
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
両
氏
の
論
争
は
、
近
衛
直
麿
「
雅
楽
譜
の
欧
風
化
ー
兼
常
清
佐
の
完
成
さ
れ
た
ー
」（『
音
楽

世
界
』
二

－

十
一
）、
兼
常
清
佐
「
雅
楽
の
譜
に
つ
い
て
」（『
音
楽
世
界
』
二

－

十
二
）、
近
衛
直
麿

「
再
び
兼
常
博
士
に
」（『
音
楽
世
界
』
三

－

一
）、
兼
常
清
佐
「
旧
雅
楽
論
の
放
棄
」（『
音
楽
世
界
』

三

－

二
）
に
拠
る
。　

16　

二
〇
一
三
年
十
二
月
二
五
日
に
四
谷
区
民
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
伶
楽
舎
雅
楽
コ
ン
サ
ー
トn

o
.27

『
大

名
の
楽
し
ん
だ
雅
楽
〜
徳
川
治
宝
を
め
ぐ
っ
て
〜
』。

17　
『
催
馬
楽
訳
譜
』に
古
楽
譜
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
理
論
に
適
っ
た
音
高
で
旋
律
を
記
し
た
山
井
基
清

も
、
あ
と
が
き
で
「
か
つ
て
催
馬
楽
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
本
書
の
催
馬
楽
訳
譜
を
見
て
、

そ
れ
が
自
分
の
習
っ
た
催
馬
楽
と
あ
ま
り
に
違
う
の
で
、
お
そ
ら
く
驚
嘆
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」

と
述
懐
し
て
い
る
。

18　

再
興
催
馬
楽
の
律
で
は
音
律
面
で
の
違
和
感
を
感
じ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

19　

伴
信
友
は
自
身
の
国
学
的
な
音
楽
観
を
「
そ
も
／
＼
大
御
国
の
楽
（
あ
そ
ひ
）
の
主
意
は
、
漢
国
に

て
礼
楽
な
ど
事
々
し
く
云
ふ
楽
と
は
、
其
ノ
意
ば
へ
い
た
く
違
ひ
て
、
笑
し
く
お
も
し
ろ
き
態
を
尽

く
し
て
、
人
の
健
ひ
踈
（
あ
ら
）
ぶ
る
心
を
和
（
な
ぐ
）
さ
め
、
上
下
の
情
互
に
う
ち
と
け
悦
懌
し

む
る
事
に
て
」
と
述
べ
る
（『
神
楽
催
馬
楽
私
論
』）

20　

鈴
木
蘭
園
の
復
曲
の
楽
譜
の
伝
存
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
浦
上
玉
堂
の
復
曲
は
『
玉
堂
琴
譜
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
毛
利
壺
邱
の
復
曲
譜
が
伝
存
し
て
い
る
。
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21　

唐
楽
で
も
同
様
に
現
行
の
伝
承
で
は
律
が
平
安
時
代
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
唐
楽
で
は
そ
れ
に
連

動
し
て
呂
が
崩
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

﹇
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
「
近
世
日
本
に
お
け
る
楽
律
学
の
展
開
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
」
に
よ
る
成
果
の
一
端
で
あ
る
。﹈
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The ryo-ritsu scales of the Edo period and the restoration of saibara

ENDŌ Tōru

The songs called saibara which were popular in Imperial Cour t society of the Heian era declined and 

disappeared in the Middle Ages. Six pieces of saibara (four r yo songs, and two ritsu songs) were revived in 

the Edo era by studying the old scores, and these are in the current reper tor y of gagaku. However, the 

reconstruction of the Edo era could not reproduce the ancient cour t songs of Japan of the Heian era correctly 

and it was incomplete. Above all, it may be said that the biggest problem is the melodic aspect, where r yo 

becomes ritsu, and r yo cannot be distinguished from ritsu. In this paper, I consider this problem from the 

perspective of the change of the musical structure of r yo and ritsu from the Kamakura period. Secondly, I 

consider the possible role of the Nativist (kokugaku) thought in the background of the revival of saibara.

Keywords: saibara, Edo period, kokugaku, guqin players, r yo scale


