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堅

子

声
明
と
雅
楽
に
就

い
て
は
色

々
と
論
じ
た
い
事
が
あ
る
が
、
紙
数
に

限
り
が
あ
る
の
で
、
そ
の
大
略
を
述
べ
て
見
よ
う
。

一 

頼
託
和
羅
伎
曲

源
信
和
尚
の
往
生
要
集
上
の
末
に
、
馬
鳴
菩
薩
の
頼
吃
和
羅
伎
の
偶

文
が
出
て
い
る
。
そ
の
文
に
曰
く
、

有
為
諸
法
 
如
幻
如
化
 
三
界
獄
縛
 
無
一
可
楽
 
王
位
高
顕
 
勢
力
自
在

無
常
既
至
 
誰
得
存
者
 
如
空
中
雲
 
須
奥
散
滅
 
是
身
虚
偽
 
猶
如
芭
蕉

為
怨
為
賊
 
不
可
親
近
 
如
毒
蛇
簾
 
誰
当
愛
楽
 
是
故
諸
仏
 
常
呵
此
身

已
上
十
八
句
。
此
の
文
は
恐
ら
く
は
馬
鳴
菩
薩
の
作
で
あ
る
と
思
は
れ

る
。
頼
死
和
羅
と
言
う
は
比
丘
の
名
前
で
あ
る
が
、
こ
の
比
丘
の
事
が

頼
吃
和
羅
経
に
精
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
比
丘
が
出
家
を
志
し
て
も
親

が
許
さ
ぬ

の
で
、
断
食
を
し
て
そ
の
意
の
堅
固
な
る
こ
と
を
示
し
た
。

親
も
遂
に
観
念
し
て
頼
叱
和
羅
に
出
家
を
許

し
て
釈
尊

の
弟
子
と
し

た
。
そ
の
経
の
中
に
頼
託
和
羅

の
説
い
た
長
い
く

偶
文
が
あ
る
が
、

馬
鳴
が
要
約
し
て
右

の
如
き
十
八
句
の
文
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
是

れ
は
声
明
と
し
て
は
伝
は
つ
て
い
な
い
が
、
立
派

な
声
明
と
し
て
そ
の

価
値
は
絶
大
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
文
は
伎
楽
中

の
声
歌
で
あ
る
が
、

馬
鳴
が
頼
託
和
羅
の
顛
末
を
伎
楽
に
し
て
、
こ
れ
を
公
開
演
奏
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
演
奏
は
実
に
広
大
な
も
の
で
あ

つ
た
と
思
は
れ
る
が
、

馬
鳴
の
思

つ
た
様
に
音
楽
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
、
馬
鳴
は
た
ま
り
か

ね
て
、
法
服
を
脱
ぎ
捨
て
白
衣
に
換
え
て
、
自
ら
五
絃
の
琴
を
弾
じ
た
。

こ
の
琴
の
音
に
よ
つ
て
音
楽
が
整
然
と
な
つ
て
観
衆
が
非
常
に
感
銘
を

受
け
、
五
百
の
王
子
が
出
家
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
時
の
王
は
之
に
驚

き
馬
鳴
の
五
絃
琴
を
破
殿
し
て
そ
の
音
楽
を
止

め

て
仕
舞

つ
た

と
い

う
。

こ
の
時
の
伎

の
声
や
音
楽
は
如
何
に
な
つ
た

で
あ
ろ
う
か
。
之
が

私
の
問
題

と
す
る
処

で
あ
る
。
楽
書
に
依
る
と
之
が
林
歌
の
曲
で
あ
る

と
書
い
て
あ
る
が
、
之
が
問
題
で
あ
る
。
普
通
林
歌
と
言
え
ぱ
唐
楽
の

平
調
も
の
で
、
早
八
拍
子

・
拍
子
十

一
で
あ
る
。

打
物
は
唐
楽
の
法
に

依
ら
ず
高
麗
楽
の
延
四
拍
子
の
法
に
依
る
と
伝
え

て
い
る
。
兎
も
角
も

是
の
説
に
依
る
と
、
十
八
句
の
偶
文
と
十

一
拍
子

と
の
関
係
が
ど
う
な

る
か
と
思
は
れ
る
。
洛
北
大
原
の
経
蔵

の
中

で
も
是
の
研
究
の
書
が
あ
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る
と
覚
え
て
い
る
が
、
あ
ま
り
信
用
は
出
来
な
い
と
思

つ
て
い
る
。
い

ま

一
言
し
た
打
物
は
高
麗
楽
の
延
四
拍
子
に
依
れ
と
あ
る
処
か
ら
推
測

し
て
み
る
と
、
抑

々
唐
楽
の
平
調
林
歌
な
る
も
の
は
、
高
麗
楽

の
改
作

で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
高
麗
楽
の
林
歌
は
高
麗
楽
の
平
調
で
あ
り
、
こ

れ
に
は
特
殊
の
舞
が
あ
る
。
楽
も
特
殊
の
旋
律
を
も

つ
て
い
る
。
楽
曲

は
拍
子
十
四
で
あ
る
が
、
そ
の
音
調
は
大
体
唐
楽
の
音
調
と
同
じ
様
な

も
の
で
、

そ
の
調
子
が
異

つ
て
い
る
。
そ
こ
で
拍
子
十
四
の
高
麗
楽
を

拍
子
十

一
の
唐
楽
に
改
作
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
処
が
さ
き
ほ
ど
も

云
つ
た
如
く
、
伎
の
声
は
十
八
句
で
あ
り
楽

の
拍
子
は
十
四
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
関
連
が
ど
う
な
る
か
ゞ
問
題

で
あ
る
が
、
偶
文
は
漢
音
即
ち

訳
文
で
あ
る
が
、
そ
の
原
音
た
る
梵
音
を
調

べ
と
見
た
い
と
思
う
が
、

之
は
私

の
手

で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
専
門

の
学
者
諸
君
に
お
願
い

し
た
い
の
で
あ
る
。
処
で
林
歌
の
舞
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
舞
は
私

も
折

々
舞
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
舞
い
振
り
が
高
麗
楽

の
中

で
も
大
変

異
色
が
あ
り
、
ま
た
拍
子
の
と
り
方
も
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
殊
に
そ

の
装
束
に
至
つ
て
は
他
に
類
例
を
見
な
い
。
特
に
目
を
引
く
の
は
炮
の

模
様
に
鼠

の
縫
い
文
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
鼠
の
紋
に
つ
い
て
古

来
色
々
の
説
を
な
す
も
の
が
あ
る
が
、
私
は
こ
の
鼠
が
林
歌
の
意
を
顕

は
し
た
も
の
と
思
う
。
即
ち
鼠
は
ね
ず
に
見
る

と
い
う
意

で
あ
る
か

ら
、
仏
弟

子
は
寝
ず
に
修
行
を
す
る
と
い
う
意
で
、
こ
れ
が
頼
旺
和
羅

の
精
神
が
顕
は
し
て
あ
る
と
思
う
。
話
は
変
は
る
が
催
馬
楽
の
中
に
老

鼠
と
い
う
が
あ
る
。
古
昔
は
盛
に
行
は
れ
て
い
た
と
思
う
が
、
そ
の
楽

曲
も
歌
詞
も
異

つ
て
い
て
、
頼
托
和
羅
の
曲
に

は
無
関
係
と
思
う
。
西

寺
の
老
鼠
、
衣

つ
ん
ず
袈
裟
つ
ん
ず
、
法
師
に

申

せ
師
に
申
せ
と
あ

る
。
現
在
の
催
馬
楽
の
譜
本
に
は
な
い
が
、
金
鼠
の
装
束
と
は

一
脈
の

関
係
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
。
近
来
宮
内
庁
の
楽
部
で
こ
の
老
鼠

が
再
興
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
私
は
ま
だ
見
聞
し
な
い
。

二
 
三
十
二
相

こ
の
三
十
二
相
の
声
明
は
大
阪
天
王
寺
の
修

正
会

で
勤
ま
る
声
明

で
、
之
に
雅
楽
が
合
奏
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
古
来
は
盛
大
に
行
は
れ
た

も
の
ら
し
い
が
、
近
来
は
勤
ま
つ
て
い
な
い
。
職
衆
と
伶
人
と
合
す
る

と
頗
る
多
人
数
で
あ
る
か
ら
、
容
易
に
勤
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の

声
明
に
は
序

・
破

・
急
の
三
段
が
あ
り
、
序
は

清
浄
慈
門

の
一
句
七

字

・
四
句

一
偶
の
伽
陀
、
破
は
三
十
二
相
で
烏
麸
賦
沙
の
七
字

一
句

・

計
三
十
二
句

・
一
旬

一
相
で
こ
の
長
い
偶
文
に
雅
楽
の
散
吟
打
毬
楽

の

合
奏
、
急
は
我
今
略
讃
の
七
字

一
句

・
計
八
句

の
伽
陀
、
之
に
黄
鐘
調

の
鳥
急
を
合
奏
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
点
は
破

の
三
十
二
相
の
偶
文
と

黄
鐘
調
の
散
吟
打
毬
楽
と
で
あ
る
。
然
し
散
吟
打
毬
楽
の
楽
譜
が

一
般

に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
両
者
の
合

奏
は
出
来
な
い
の
で
、

普
通
は
掲
鼓

・
太
鼓

・
鉦
鼓
の
三
鼓
だ
け
を
打

ち
合
せ
て
勤
め
て
い
る

の
で
、
誠
に
お
か
し
な
も
の
で
あ
る
。
先
年
東
京

の
国
立
劇
場

で
、
叡

山
の
職
衆
と
宮
内
庁
の
楽
師
に
よ
つ
て
、
こ
の
三
十
二
相
が
公
開
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
見
聞
し
な
か
つ
た

の

で
何

と
も
言
え
な
い
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が
、
色
々
と
話
題
を
呼
ん
で
い
る
様
に
聞
い
て
い
て
、
再
度
公
開
す
る

様
子
ら
し

い
。
打
毬
楽
と
は
祇
園
精
舎
落
慶

の
時
、
歌
唄
に
応
じ
て
妙

音
天
の
奏
じ
た
も
の
を
伝
え
た
と
い
つ
て
い
る
が
、
歌
唄
は
元
来
は
梵

音
で
あ
る
。

こ
の
梵
唄
を
文
句
だ
け
翻
訳
し
て
漢
語
と
し
、

こ
の
漢
語

に
も
と
の
梵
唄
音
を
附
け
た
も
の
ら
し
い
の
で
、
そ
こ
に
感
覚
の
ず
れ

が
あ
る
と
思
う
。
三
十
二
相
に
合
奏
す
る
打
毬
楽
は
黄
鐘
調

で
延
只
八

拍
子
と
い
う
異
例

の
楽

で
あ
る
の
で
、
世
間

で
は
殆
ん
ど
用
が
な
い
の

で
、
自
然
煙
滅
し
た
形
に
な
つ
て
、
遠
い
昔

の
音
楽
と
な
つ
て
仕
M舞
つ

た
の
で
あ
る
。
」そ
こ
で
私
は
色

々
と
苦
心
の
結
果
三
十
二
相
考
な
る
小

論
を
刊
行
し
て
公
表
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
少
は
世
の
た
め
に
な
つ

た
と
思

つ
て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
は
既
に
絶
版
と
な
つ
て
仕
舞
つ

た
。
只
拍
子

の
楽
は
大
略
臨
邑
楽

で
あ
つ
て
、
四
拍
子
物
に
抜
頭

・
輪

鼓

・
陪
櫨
等

が
あ
レ
、
八
拍
子
に
還
城
楽

・
西
王
楽

・
柳
花
園

・
蘇
莫

者
等
が
あ
る
が
、
打
毬
楽
は
早
只
八
拍
子
の
上
に
延
只
八
拍
子
と
い
う

が
あ
る
。
今

は
こ
の
、
延
只
八
拍
子
で
あ
る
。
急
は
鳥
急

で
之
は
普
通

の
早
八
拍
子

で
問
題
は
な
い
。
鳥
と
い
う
は
迦
陵
頻

の
こ
と
で
あ
る
。

同
朋
大
学

で
の
学
会
で
こ
の
三
十
二
相
を
語

つ
た
ら
姫
路

の
水
原
夢
江

さ
ん
が
来
て
お
ら
れ
て
、
思
は
ず
話
に
花
が
咲
い
た
。

三
 
神
楽
と
臓
法

神
楽
は
古
来
日
本
固
有
の
も
の
で
宮
中
で
行

は
れ
る
も

の
で
あ

る

が
、
こ
の
神
楽
に
臓
法
の

一
部
が
歌
は
れ
る
の
で
、
之
は
意
外
で
あ
る

と
思
う
。
神
楽
は
先
づ
庭
瞭

で
始
ま
つ
て
徹
宵
行
は
れ
、
夜
明
に
な

つ

て
明
星
の
歌
と
な
る
。
こ
の
明
星

の
歌
は
本
と
未
と
で
歌
う
も
の
で
、

元
来
仮
名
書
き
に
な
つ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
読
み
方
が
非
常
に
む
つ
か

し
い
と
思
は
れ
る
が
、
之
を
漢
字
交
り
で
書
け
ば
よ
く
解
る
。
そ
れ
で

い
ま
漢
字
で
書
け
ば
、
白
衆
等
聴
説
農
偶
朝
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
法

華
繊
法
に
あ
る
農
朝
偶
で
あ
る
。
神
楽
で
は
農
朝
偶
の
偶
文
は
歌
は
な

い
が
、
兎
も
角
こ
の
神
楽
歌
に
仏
教
の
し
か
も
有
名
な
繊
法
の
語
が
歌

は
れ
る
と
い
う
の
は
、

こ
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
明
星
が
歌
は
れ
る
様

に
な
つ
た
の
は
、
何
時
頃
か
ら
か
は
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
容
易
に
決
定
し
に
く
い
も
の
と
思
う
。
こ
の
清
浄
偶
は
古
く
は
信

行
の
十
方
仏
名
経
に
出
て
い
る
の
で
、
引
い
て
は
善
導
大
師
の
往
生
礼

譜
の
平
具
偶
に
摩
詞
僧
祇
律
Mと
註
し
て
あ
る
。

四
 
偶
頒

こ
れ
は
石
清
水
八
幡
宮
の
修
正
会
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
法

華
経
普
門
品
の
世
尊
偶
の
声
明
に
雅
楽
を
合
奏
し
た
も
の
で
、
頗
と
い

う
楽
曲
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
声
明
の
附
物
で
あ
る
。
神
仏
分

離
已
後
た
え
て
行
は
れ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
昔
は
盛
大
に
行
は
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
地
垂
迹
の
説
に
よ
つ
て
行

は
れ
た
も

の
で
あ

る
。
独
立
し
た
楽
曲
で
な
い
か
ら
雅
楽
の
曲
と
し
て
は
譜
本
に
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
附
物
の
楽
と
し
て
、
そ
の
声
明
の
譜
に
書
か
れ
て
い
る

の
で
、
今
日
そ
の
大
要
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
躰
源
砂
に
は
偶
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文
に
横
笛

の
楽
譜
が
附
け
ら
れ
て
い
る
が
、
私
の
所
持
本
は
肉
筆
本
で

は
な
く
活
版
本
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
校
正
者
が
素
人
ら
し
い
の
で
是
の

譜
を
見
て
も
、
と
て
も
了
解
が
出
来
な
い
。
私
は
苦
心
し
て
ど
う
に
か

之
を
も
の
に
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
之
を
合
奏
す
る
機
会
が

な
い
。
雲
雷
鼓
禦
電
の
句
か
ら
是
故
応
頂
礼
の
偶
ま
で
十

一
句
と
願
以

此
功
徳
を
加
え
て
都
合
十
二
句
ま
で
合
奏
す
る
の
で
、
総
体
に
於
て
三

回
繰
返
え
さ
れ
て
延
四
拍
子
も
の
で
あ
る
。
三
管
三
鼓
に
糸
物
を
加
え

る
と
、
伶

人
だ
け
で
も
相
当
の
人
数
が
い
り
職
衆
を
加
え
る
と
中

々
の

大
法
会
で
あ
る
。
昔
は
石
清
水
八
幡
宮
の
威
力
に
よ
つ
て
盛
大
な
修
正

会
が
行
は

れ
た
も
の
で
、
左
の
オ
ホ
タ
ヒ
メ
神
の
本
地
が
観
音

で
あ
る

か
ら
、
こ
の
世
尊
偶
の
声
明
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
教
訓
抄
に
は
平

調
物

で
三
度
拍
子
に
打

つ
と
し
て
あ
る
。
ま
た
稽
首
八
幡
と
て
大
菩
薩

を
ほ
め
た

て
ま
つ
る
頽
が
あ
る
が
、
之
れ
は
狛
笛
に
て
附
け
る
讐
調
物

で
あ
る
が
、

こ
の
声
明
の
譜
本
は
ま
だ
私
の
手
に
は
入
つ
て
い
な
い
。

却
説

世
尊
偶
の
声
明
は
先
づ
楽
か
ら
始
つ
て
声
明
が
途
中
か
ら
附
け

る
様
に
な

つ
て
い
る
の
が
常
法
と
異
つ
て
い
る
。
常
法
は
先
づ
声
明
か

ら
始
め
て
途
中
か
ら
楽
が
附
く
の
で
、
絃
に
世
尊
偶
声
明
の
特
徴
が
う

か
が
わ
れ
る
。

五
 
和
讃
と
越
天
楽

舷
に
和
讃
と
言
う
は
真
宗
大
谷
派
に
伝
は
る
和
讃
を
指
す

の
で
あ

る
。
和
讃
に
は
初
重

・
二
重

・
三
重
の
区
別
が
あ
る
が
、
二
重
三
重
の

節
譜
の
構
成
が
私
は
雅
楽
の
M越
天
楽
の
影
響
が
あ

る
も

の
と
見

て
い

る
。
特
に
二
重
の
例
え
ば
解
脱
の
光
輪
の
二
行
目

の
光
触
の
節
、
三
重

の
中
二
行
の
終
り
の
節
な
ど
は
、
髄
に
越
天
楽
か
ら
来
て
い
る
と
思
は

れ
る
。
越
天
楽
に
は
平
調

・
黄
鐘

・
盤
渉
の
三
調
子
あ
る
が
、
そ
の
粋

を
集
め
と
つ
て
和
讃

の
節
が
出
来
た
と
思
は
れ
る
が
、
精
し
い
考
証
は

後
日
に
ゆ
つ
る
。

六
 
伽
陀
と
附
物

伽
陀
に
は
大
概
附
物
が
あ
る
。
附
物
と
い
う
の
は
伽
陀
の
声
明
の
通

り
に
笙

・
ひ
ち
り
き

・
笛
の
三
管
を
附
け
る
の
で
あ
る
。
天
台
宗
で
は

伽
陀
の
間
、
声
明
と
無
関
係
に
楽
を
奏
す
る
の
が
附
物
だ
と
聞
い
て
い

る
が
、
大
谷
派
で
は
伽
陀
の
後
二
行
に
声
明
の
通
り
に
楽
を
附
け
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
附
物
を
す
る
人
は
声
明
に
堪
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
同
じ
く
、
声
明
を
す
る
人
は
附
物

の
音
律
に
合
す
る
力
が
な
け
ね

ば
な
ら
ぬ
の
で
非
常
に
難
物
で
あ
る
と
思
う
。
私
は
若
年
の
頃
か
ら
附

物
を
し
て
い
る
が
、
声
明
も
長
年
専
心
的
に
研
究
し
て
い
る
。
そ
れ
で

私
の
思
う
様
に
声
明
を
し
て
呉
れ
な
い
し
、
私
の
考
え
て
い
る
様
に
附

物
を
し
て
く
れ
る
仁
も
少
な
い
。
地
方
え
行
く
と
声
明
を
全

々
知
ら
な

い
人
が
、
附
物
の
譜
を
教
え
て
呉
れ
と
せ
が
ま
れ
る
が
、
私
は
断
然
こ

と
わ
つ
て
い
る
。
願
は
く
は
さ
き
の
三
十
二
相
や
偶
頽
の
様
に
、
声
楽

一
体
と
な
り
、
管
声

一
如
の
世
界
を
実
現
し
た
い
。
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