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第
五
条　

呂
律
の
事

底
本
：
高
知
本
、
対
校
本
：
鴻
山
本
・
演
博
本

【
翻
刻
】

　
　
　

第
五　

呂
律
之
事

呂
律
ハ
陰
陽
也
。
呂
の
事
ハ
な
へ
て
や
ハ
ら
か
な
る
声
也
。
律
ハ
た
ち
て
こ
わ
き
声
也
。
呂
の
曲
ハ
の
ぶ
る
と
も
、①
ま
た
静
也
と
も

い
ふ
也
。
琵
琶
法
師
の
平
家
、
是
呂
の
声
、
呂
の
ふ
し
、
呂
の
曲
也
。
謡
に
て
呂
の
声
と
い
ふ
ハ
、
文
字
を
つ
よ
く
云
か
け
て
、
の
へ

て
や
ハ
ら
く
る
を
呂
の
諷
音
と
い
ふ
也
。
又
呂
角
、
呂
宮
、
呂
徴
と
云
曲
有
。
呂
角
と
云
ハ
の
へ
て
よ
く
諷
こ
め
た
る
を
呂
角
と
い
ふ

也
。
呂
宮
は
平
家
の
を
り
声
の
様
な
る
行
や
う
に
て
、
す
る
り
と
行
を
呂
宮
と
云
也
。
ま
た
呂
徴
と
云
ハ
只
す
る
〳
〵
と
行
や
う
に

て
、
急
き
懸
る
か
と
お
も
へ
ハ
、
又
延
て
云
。
是
則
呂
徴
の
曲
也
。
む
つ
か
し
き
曲
の
第
一
也
。
拍
子
を
は
つ
れ
す
、
此
呂
の
曲
を
う

た
ひ
②
得
た
る
人
ま
れ
也
。
乍
然
、
心
を
付
て
曲
す
る
に
お
い
て
ハ
、
又
得
ら
れ
す
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
律
は
大
抵
を
い
へ
は
、
ま
つ

す
ぐ
に
し
て
ふ
し
な
き
も
の
也
。
節
な
し
と
い
へ
ば
と
て
、「
是
ハ
諸
国
一
見
の
僧
に
て
候
」
と
う
た
ふ
様
な
る
事
に
て
な
し
。
た
と

へ
ハ
瀧
川
の
流
の
こ
と
し
。
す
る
〳
〵
と
云
く
た
し
て
、
呂
の
ふ
し
へ
わ
た
す
を
云
也
。
又
律
商
と
云
曲
、
律
羽
と
云
曲
有
。
律
商
と

云
曲
ハ
す
ぐ
に
云
く
た
す
う
ち
に
、ま
た
い
ひ
や
ハ
ら
く
る
所
有
。
是
を
律
商
の
曲
と
い
ふ
也
。
律
羽
と
③
（
い
ふ
は
す
る
〳
〵
と
つ

め
て
云
行
を
云
な
り
。
律
徴
と
）
い
ふ
曲
、
律
羽
の
曲
と
大
か
た
同
事
な
り
。
其
内
上
て
云
曲
に
律
徴
を
用
。
此
律
徴
の
音
曲
、
た
と
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へ
ハ
鉄
丸
の
こ
と
し
と
い
へ
り
。
呂
の
音
ハ
呂
の
音
、
律
の
音
ハ
律
の
音
に
斗
定
て
曲
す
れ
ハ
、
呂
ハ
や
ハ
ら
か
過
て
、
④
孰
の
所
も

う
れ
い
に
き
こ
え
て
あ
し
く
候
。
律
ハ
⑤
き
こ
つ
に
た
ち
と
が
り
て
、
い
つ
れ
の
所
に
て
も
ふ
し
に
つ
や
す
く
な
く
し
て
、
き
ゝ
に
く

し
。
呂
の
声
の
時
ハ
下
心
に
ハ
律
を
は
な
さ
す
、
律
の
声
の
時
は
呂
を
は
な
さ
す
曲
す
へ
し
。
惣
し
て
呂
律
ハ
陰
陽
の
二
つ
な
れ
ハ
、

を
の
つ
か
ら
陰
中
の
⑥
（
陽
、
陽
中
の
）
陰
あ
れ
ハ
、
一
方
は
な
し
す
て
ゝ
ハ
、
音
声
と
ゝ
の
ふ
る
事
な
し
。
う
た
ひ
に
か
き
ら
す
、

万
事
陰
陽
は
な
る
ゝ
事
な
し
。

【
校
異
】

① 

ま
た
―
ま
た
ハ
（
鴻
・
演
）

② 

得
た
る
―
得
る
（
鴻
・
演
）

③ 

高
ナ
シ
。
演
・
鴻
よ
り
補
う
。

④ 

孰
―
い
づ
れ
（
鴻
・
演
）

⑤ 

き
こ
つ
―
ぎ
こ
つ
（
演
）、
き
ご
つ
（
鴻
）

⑥ 

高
ナ
シ
。
演
・
鴻
よ
り
補
う
。

【
現
代
語
訳
】　

第
五　

呂
律
の
こ
と

呂
と
律
の
関
係
は
、
陰
と
陽
の
関
係
に
お
き
か
え
う
る
。
呂
（「
呂
の
声
」）
と
は
、「
萎
え
て
」「
柔
ら
か
い
」
こ
と
と
特
徴
と
す
る

声
を
さ
す
。
一
方
、
律
（
の
声
）
は
、「
断
（
立
）
っ
て
」「
強
い
」
こ
と
を
特
徴
と
す
る
声
を
さ
す
。
さ
ら
に
「
呂
の
曲
」
は
、「
延
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べ
る
」「
静
か
」
と
い
う
特
徴
を
も
っ
た
「
曲
（
旋
律
形
）」
と
も
言
わ
れ
る
。
琵
琶
法
師
が
と
な
え
る
平
家
に
は
、「
呂
の
声
」
あ
る

い
は
「
呂
の
節
」
あ
る
い
は
「
呂
の
曲
」
が
典
型
的
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
謡
に
お
け
る
呂
の
声
（
呂
の
声
遣
い
）
と
は
、一
文
字

一
文
字
を
強
く
発
音
し
、
そ
の
後
に
、
音
を
ゆ
っ
た
り
と
延
ば
し
て
、
柔
ら
か
く
し
て
い
く
も
の
。
こ
れ
こ
そ
、
呂
の
「
う
た
い
音

（
音
色
）」
で
あ
る
。

「
呂
の
曲
」
に
は
、「
呂
角
」「
呂
宮
」「
呂
徴
」
の
三
つ
が
あ
る
。

呂
角
の
曲
（
旋
律
形
）
と
は
、
一
文
字
一
文
字
を
し
っ
か
り
延
ば
し
て
謡
う
も
の
で
あ
る
。

呂
宮
の
曲
（
旋
律
形
）
と
は
、「
平
家
の
折
声
」
の
よ
う
な
運
び
方
で
、
す
る
す
る
と
運
ぶ
も
の
と
い
う
。

呂
徴
の
曲
（
旋
律
形
）
と
は
、
た
だ
、
す
る
す
る
と
、
急
い
で
運
ぶ
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
あ
と
に
、
ま
た
ゆ
っ
た
り
と
延
べ
る
と

い
う
よ
う
な
曲
を
さ
す
。
こ
れ
こ
そ
が
呂
徴
で
あ
る
。
も
っ
と
も
難
し
い
曲
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
呂
の
曲
」
を
、
拍
子
を
は
ず
す
こ
と
な
く
、
歌
う
こ
と
が
で
き
る
ひ
と
は
稀
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
を
こ
め
て
、

そ
の
旋
律
形
を
う
た
う
な
ら
ば
、
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

律
は
、
一
般
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
で
、
節
の
無
い
も
の
を
さ
す
。「
節
が
な
い
」
と
は
い
っ
て
も
、「
こ
れ
は
諸
国
一
見
の
僧
に
て
候
」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
う
た
い
方
と
同
じ
な
の
で
は
な
い
。
律
は
、
た
と
え
る
と
、
滝
川
の
急
流
で
あ
る
。
す
る
す
る
と
言
葉
を
運
ぶ

の
が
（
律
（
律
の
曲
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
や
が
て
）、
呂
の
ふ
し
（
＝
曲
）
へ
と
受
け
渡
さ
れ
る
。

律
（
の
曲
）
の
中
に
は
、「
律
商
」「
律
羽
」
が
あ
る
。

「
律
商
」
の
曲
と
は
、「
す
ぐ
に
言
い
下
す
」（
節
な
く
、
す
る
す
る
と
歌
う
流
れ
）
の
中
の
要
所
要
所
に
、「
い
い
や
わ
ら
ぐ
る
」
所

（
流
れ
が
ゆ
っ
た
り
と
と
ど
ま
る
所
）
が
あ
る
よ
う
な
曲
を
さ
す
。

「
律
羽
」
の
曲
と
は
、
た
だ
た
だ
「
す
る
す
る
と
つ
め
る
」
よ
う
な
曲
で
あ
る
。

「
律
徴
」
の
曲
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
律
羽
の
曲
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
律
羽
の
曲
の
中
で
、「
あ
げ
て
い
う
」（
つ
ま
り
高
い
音
を

使
う
）
曲
が
、
律
徴
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
と
え
て
い
え
ば
、
鉄
丸
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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（
う
た
う
と
き
に
）、
呂
の
音
色
を
呂
の
音
色
ば
か
り
に
固
定
し
て
う
た
っ
た
り
、
逆
に
、
律
の
音
色
を
律
の
音
色
ば
か
り
に
固
定
し

て
う
た
っ
た
り
す
る
と
、
前
者
の
場
合
、
音
色
が
、
や
わ
ら
か
す
ぎ
て
、
ど
の
部
分
で
も
悲
し
く
聞
こ
え
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
音

色
は
、
荒
っ
ぽ
く
な
っ
て
、
音
が
と
が
っ
て
し
ま
い
、
ど
の
部
分
に
も
音
に
ツ
ヤ
が
な
く
な
り
、
聞
き
苦
し
く
な
る
。

（
声
の
使
い
方
に
お
い
て
）
呂
の
声
を
使
う
と
き
に
は
、
心
の
底
で
は
か
な
ら
ず
、
律
を
意
識
し
、
逆
に
、
律
の
声
を
使
う
と
き
に

は
、
心
の
底
で
呂
を
し
っ
か
り
意
識
し
て
、
旋
律
形
を
う
た
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
呂
律
と
は
、
陰
陽
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
こ
に
は
、
陰
中
の
陽
、
陽
中
の
陰
な
る
も
の
が
あ
る
。
一
方
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
は
、
音
声
（
音
色
と
声
遣
い
）
が
整
う
こ
と

は
な
い
。
謡
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
は
、
陰
陽
か
ら
、
は
な
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
解
説
】

改
変
に
つ
い
て　

こ
の
条
は
、
異
本
関
係
に
あ
る
音
曲
伝
書
（「
観
世
道
見
書
物
」（
法
政
大
学
）「
謡
曲
拾
穂
抄　

中
」（
早
稲
田
大
学
）「
音
曲
秘
伝
書

第
一
冊
」（
東
北
大
学
）。
書
誌
に
つ
い
て
は
、高
橋
葉
子
「「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」
の
音
曲
論
―
「
呂
の
声
」
を
中
心
に
」

『
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
〇
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
〇
七
―
一
三
二
頁
、
参
照
）
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、「
謡
曲
拾
穂
抄
」
は
刊
本
で
、
下
巻
の
奥
付
に
「
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）」
と
年
記
が
あ
る
。
こ
の
年
記
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
の

下
巻
に
み
ら
れ
る
「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）」
よ
り
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
み
て
も
、『
う
た
ひ
鏡
』
に
先
行
す
る
書

物
で
あ
る
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
（
図
「『
う
た
ひ
鏡
』
へ
の
改
変
過
程
」
参
照
）。

改
変
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、「
平
家
の
声
」
が
「
平
家
の
折
声
」
に
変
え
ら
れ
た
点
。

二
、「
口
伝
有
之
」
が
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
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三
、
律
に
お
け
る
「
節
な
し
」
が
、
詞
（
吟
誦
）
と
は
異
な
る
こ
と
を
付
加
し
て
い
る
点
。

四
、「
鉄
壁
」
が
「
鉄
丸
」
に
変
え
ら
れ
た
点
。

五
、
呂
の
声
は
、
謡
の
全
体
の
下
地
（
基
本
）
に
す
え
ら
れ
る
と
い
う
記
述
が
、
消
さ
れ
て
し
ま
い
、
呂
と
律
は
、
陰
陽
と
し
て
対
等

の
バ
ラ
ン
ス
関
係
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
記
述
に
お
き
か
わ
っ
た
こ
と
。

六
、「
呂
が
愁
い
、
律
が
祝
言
」
と
す
る
対
比
的
な
見
立
て
の
う
ち
、「
律
が
祝
言
」
の
ほ
う
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。「
呂
が
愁
」
と

す
る
見
立
て
は
残
る
が
、
肯
定
的
な
意
味
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

呂
と
律
の
意
味　

呂
律
（
あ
る
い
は
律
呂
と
も
）
は
、音
楽
の
旋
法
（
あ
る
い
は
音
階
）
が
二
種
類
に
分
類
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
し
め
す
音
楽
用
語
で

あ
る
が
、
音
楽
と
し
て
の
意
識
が
薄
い
能
楽
の
世
界
で
は
、
呂
律
（
呂
律
）
が
、
旋
法
や
音
階
の
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
能
楽
の
伝
書
に
お
い
て
も
、
呂
律
は
、
ふ
れ
る
べ
き
重
要
な
用
語
、
な
ん
と
か
消
化
し
て
理
解
す
べ
き
概
念
だ
と
考
え

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
「
音
曲
口
伝
」
で
呂
律
に
ふ
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
（
後
述
）、娘
婿
の
禅
竹
も
「
五
音
三
曲
集
」（
表

章
・
伊
藤
正
義
編
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
六
九
年
所
収
）
に
お
い
て
、「
呂
・
律
・
中
曲
」
と
い
う
一
条
を
た
て

て
、「
呂
は
お
う
や
う
な
る
曲
」「
律
は
利
々
め
け
る
す
が
た
、
す
み
の
ぼ
る
曲
」
と
説
明
す
る
。

さ
て
本
条
に
お
い
て
、
呂
と
律
は
、
次
の
よ
う
に
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

呂
＝
文
字
を
つ
よ
く
云
か
け
て
、
の
へ
て
や
ハ
ら
く
る
。

律
＝
た
ち
て
こ
わ
き
声　

ま
つ
す
ぐ
に
し
て
ふ
し
な
き
も
の　

す
る
〳
〵
と
云
く
た
す
。

本
条
の
呂
律
の
記
述
が
、「
観
世
道
見
書
物
」
の
記
述
の
流
れ
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
高
橋
葉
子
は
、
そ
の
「
観
世

道
見
書
物
」
の
呂
と
律
を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
（
高
橋
、
前
掲
論
文
、
表
2
）。

呂　

延
・
静
―
亡
憶
―
技
巧
的
な
ふ
し
―
強
く
発
声
し
柔
ら
か
く
曲
線
的
に
動
く
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図　
『
う
た
ひ
鏡
』
へ
の
改
変
過
程
―
謡
曲
拾
穂
抄
と
う
た
ひ
鏡
の
本
文
比
較

謡
曲
拾
穂
抄　
　

○
呂
律
の
心
持
の
事

①
呂
と
云
事
ハ
延
と
も
い
ひ
静
成
共
い
ふ
。

た
と
へ
ハ
此
曲
ハ
あ
ま
た
有
也
。
②
呂
の
声
、
呂

の
節
、
呂
の
曲
と
い
ふ
ハ
平
家
の
や
う
也
。

彼
曲
い
ふ
へ
き
や
う
ハ
③
文
字
を
つ
よ
く
云

か
け
て
延
て
曲
を
や
ハ
ら
く
る
を
呂
の
曲

と
云
也
。
呂
声
と
云
ハ
平
家
の
や
う
な
る

を
呂
の
こ
ゑ
と
云
也
。
呂
の
節
ハ
咏
に
定

て
あ
る
也
。
④
呂
角
と
云
事
有
。
是
ハ
延
て

よ
く
い
ひ
入
て
云
を
呂
角
と
い
ふ
也
。
⑤
呂
宮

と
云
曲
有
。
是
ハ
平
家
の
こ
ゑ
の
様
に
て

す
る
〳
〵
と
行
を
呂
宮
と
い
ふ
。
⑥
呂
徴
と
云

ハ
す
る
〳
〵
と
行
や
う
に
て
急
と
云
延
を

云
也
。
但
、
律
呂
と
云
も
呂
徴
の
心
也
。
口
伝
有
之
。

○
律
と
い
ふ
曲
の
事
。
⑦
律
ハ
す
く
に
し

て
節
な
し
。
⑧
た
と
へ
ハ
瀧
川
の
水
の
こ
と

く
す
る
〳
〵
と
云
く
た
し
て
呂
に
渡
す

う
た
ひ
鏡
（
早
稲
田
大
学
本
）

第
五　

呂
律
之
事

呂
律
ハ
陰
陽
な
り
。
呂
の
事
ハ
な
へ
て
や
は
ら
か
な
る
声
な
り
。

律
は
た
ち
て
こ
わ
き
声
な
り
。
①
呂
の
曲
ハ
の
ぶ
る
と
も
、ま
た

ハ
し
づ
か
な
り
と
も
い
ふ
な
り
。
②
琵
琶
法
師
の
平
家
、是
呂
の

声
、
呂
の
ふ
し
、
呂
の
曲
な
り
。
う
た
ひ
に
て
③
呂
の
声
と
い
ふ

ハ
、
文
字
を
つ
よ
く
い
ひ
か
け
て
、
の
べ
て
や
ハ
ら
ぐ
る
を
呂
の

う
た
ひ
音
と
い
ふ
な
り
。
又
呂
角
、
呂
宮
、
呂
徴
と
云
曲
あ
り
。

④
呂
角
と
云
ハ
の
べ
て
よ
く
う
た
ひ
こ
め
た
る
を
呂
角
と
い
ふ

な
り
。
⑤
呂
宮
ハ
平
家
の
を
り
声
の
や
う
な
る
行
や
う
に
て
、す

る
り
と
行
を
呂
宮
と
い
ふ
な
り
。
又
⑥
呂
徴
と
云
ハ
只
す
る

〳
〵
と
行
や
う
に
て
、
い
そ
き
懸
る
か
と
お
も
へ
は
、
又
延
て

云
。
こ
れ
す
な
は
ち
呂
徴
の
曲
也
。
む
つ
か
し
き
曲
の
第
一
な

り
。
拍
子
を
は
つ
れ
ず
、
此
呂
の
曲
を
う
た
ひ
得
る
人
ま
れ
な

り
。
乍
去
こ
ゝ
ろ
を
付
て
曲
す
る
に
お
い
て
ハ
、又
得
ら
れ
ず
と

い
ふ
事
な
し
。
⑦
律
は
大
て
い
を
い
へ
は
、ま
つ
す
ぐ
に
し
て
ふ

し
な
き
も
の
な
り
。
節
な
し
と
い
へ
は
と
て
、「
是
は
諸
国
一
見

の
僧
に
て
候
」と
う
た
ふ
様
な
る
事
に
て
な
し
。
⑧
た
と
へ
は
瀧
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を
律
の
段
と
云
也
。
⑨
律
商
と
い
ふ
曲
す
く

に
い
ひ
く
た
す
内
に
い
ひ
や
は
ら
く
る
所

有
へ
し
。
是
を
律
商
と
云
也
。
⑩
律
羽
と
云
ハ

つ
め
て
云
や
る
を
い
ふ
也
。
口
伝
在
之
。

○
此
律
ハ
祝
言
の
声
也
。
律
商
指
声
の
内
に

有
。
11
律
ハマ

マ

徴
と
い
ふ
ハ
あ
け
て
い
ふ
曲
に
有
。

此
曲
て
つ
へ
き
の
こ
と
し
。
此
曲
の
う
ち

に
呂
の
曲
に
似
た
る
物
也マ
マ

。
声
を
あ
ま
た

に
つ
か
ひ
て
を
き
、
呂
の
声
を
持
て
曲
を

す
る
。
呂
の
こ
ゑ
た
ゝ
す
し
て
曲
努
々
云

へ
か
ら
す
。
声
と
を
ら
す
と
も
く
る
し

か
ら
す
。
先
〃
呂
声
を
知
へ
し
。
呂
ハ
愁

の
声
な
り
。
律
ハ
祝
言
の
声
な
り
。

○
宮
土
用
也
。
商
秋
也
。
角
春
也
。
徴
夏
也
。
羽
冬
也
。

さ
れ
ハ
12
宮
と
出
し
て
ハ
呂
に
心
を
か
け

商
と
出
し
て
ハ
律
と
心
か
け
よ
。
角
と
出

し
て
ハ
何
も
心
得
行
、
徴
羽
ハ
呂
に
う
つ

ら
さ
れ
ハ
謡
つ
ま
り
て
わ
ろ
し
。
口
伝
在
之
。

川
の
な
が
れ
の
ご
と
し
。
す
る
〳
〵
と
云
く
だ
し
て
、呂
の
ふ
し

へ
わ
た
す
を
い
ふ
な
り
。
又
律
商
と
云
曲
、律
羽
と
云
曲
有
。
⑨

律
商
と
云
曲
は
す
ぐ
に
云
く
だ
す
う
ち
に
、ま
た
い
ひ
や
ハ
ら
ぐ

る
所
あ
り
。
こ
れ
を
律
商
の
曲
と
い
ふ
な
り
。
⑩
律
羽
と
い
ふ
は

す
る
〳
〵
と
つ
め
て
云
行
を
云
な
り
。
律
徴
と
い
ふ
曲
、律
羽
の

曲
と
大
か
た
同
事
な
り
。
其
内
11
上
て
云
曲
に
律
徴
を
用
。
此

律
徴
の
音
曲
、
た
と
へ
は
鉄
丸
の
こ
と
し
と
い
へ
り
。

呂
の
音
は
呂
の
音
、
律
の
音
は
律
の
音
に
ば
か
り
定
て
曲
す
れ

ハ
、
呂
ハ
や
ハ
ら
か
過
て
、
い
づ
れ
の
所
も
う
れ
い
に
き
こ
え
て

あ
し
く
候
。
律
ハ
ぎ
こ
つ
に
た
ち
と
が
り
て
、
い
つ
れ
の
所
に

て
も
ふ
し
に
つ
や
す
く
な
く
し
て
、
き
ゝ
に
く
し
。

12
呂
の
声
の
時
ハ
下
心
に
は
律
を
は
な
さ
ず
、
律
の
声
の
と
き

は
呂
を
は
な
さ
ず
曲
す
へ
し
。
惣
し
て
呂
律
は
陰
陽
の
二
つ
な

れ
は
、
を
の
づ
か
ら
陰
中
の
陽
、
陽
中
の
陰
あ
れ
は
、
一
方
は

な
し
す
て
ゝ
は
、音
声
と
ゝ
の
ふ
る
事
な
し
。
う
た
ひ
に
不
限
、

万
事
陰
陽
は
な
る
ゝ
事
な
し
。

【
注
】
記
述
の
内
容
が
お
よ
そ
同
一
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
、番
号

と
傍
線
を
付
し
た
。
傍
線
の
な
い
部
分
は
、
相
互
に
記
述
内
容

が
異
な
っ
て
い
る
。
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律　

直
堅
シ
―
祝
言
―
ふ
し
な
く
真
っ
直
ぐ
―
す
る
す
る
と
流
れ
る
よ
う
に
歌
う

高
橋
に
よ
る
解
釈
は
、
そ
の
ま
ま
、『
う
た
ひ
鏡
』
に
も
あ
て
は
ま
る
。

さ
て
、
高
橋
葉
子
が
前
掲
論
文
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
呂
と
律
と
の
解
釈
は
、
世
阿
弥
に
よ
る
解
釈
と
は
真
逆
で
あ
る
。
世
阿

弥
に
よ
る
呂
と
律
の
二
つ
の
声
に
関
す
る
説
明
は
、
以
下
の
く
だ
り
に
示
さ
れ
る
。

呂
と
い
ふ
は
、
喜
ぶ
声
、
出
る
息
の
声
な
り
。
律
と
云
は
、
悲
し
む
声
、
入
る
息
と
云
り
。
祝
言
の
声
は
、
機
を
体
に
し
て
、
機
に

声
を
付
て
出
だ
す
声
な
り
。
是
、
強
き
音
声
也
。
呂
の
声
の
性
根
な
り
（
中
略
）。
は
う
お
く
（
亡
憶
）
の
声
と
云
は
、
声
を
体
に

し
て
、
機
を
ゆ
る
く
持
つ
。
是
、
柔
ら
か
に
弱
き
心
な
り
。
機
を
ゆ
る
く
持
つ
は
、
入
る
息
の
心
な
り
。（
世
阿
弥
「
音
曲
口
伝
」
表

章
・
加
藤
周
一
編
『
世
阿
弥　

禅
竹
』
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
七
六
頁
）

こ
れ
を
図
式
的
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

呂
＝
喜
ぶ
声
＝
出
る
息
＝
祝
言
の
声
＝
機
に
声
を
付
け
る
＝
強
き
音
声　

律
＝
悲
し
む
声
＝
入
る
息
＝
亡
憶
の
声
＝
機
を
ゆ
る
く
持
つ
＝
弱
き
音
声　
　
　
　

そ
し
て
、
こ
の
世
阿
弥
流
の
二
分
法
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
江
戸
中
期
の
伝
書
『
音
曲
玉
淵
集
』

（
三
浦
庚
妥
著
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
））
に
も
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

一
、
呂
律
の
わ
か
ち
の
事

呂　

丸
ク
和
カ
也
、
笑
、
ふ
と
し
、
出
ル
息
ニ
テ
祝
言
ト
ス
、
声
ノ
表
、
笛
の
ホ
ウ

律　

カ
ド
ダ
チ
堅
シ
、
泣
、
ほ
そ
し
、
入
ル
息
ニ
テ
愁
ト
ス
、
声
ノ
裏
、
笛
の
ヒ
イ　

（
濱
田
敦
編
『
音
曲
玉
淵
集
』
昭
和
五
〇
年
、
臨
川
書
店
、
二
一
五
―
二
一
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
呂
と
律
の
意
味
付
け
の
逆
転
し
た
二
つ
の
伝
承
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
並
ん
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
呂
と

律
の
実
質
的
な
違
い
が
、
謡
の
技
術
と
の
関
係
で
、
は
っ
き
り
と
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
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「
曲
」「
節
」「
声
」「
音
」
の
使
い
分
け　

本
文
中
に
は
、「
呂
の
曲
」「
呂
の
節
」「
呂
の
声
」「
呂
の
音
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
が
必
ず
し
も
明

快
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
文
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
仮
説
的
な
視
点
を
導
入
し
た
。
ま
ず
、「
曲
」
を
「
曲
節
」
あ
る
い
は
「
旋
律

形
」、
す
な
わ
ち
現
代
の
能
楽
研
究
に
お
い
て
言
う
と
こ
ろ
の
「
小
段
」
と
同
じ
よ
う
な
単
位
、
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
小
段
同
士
が
つ

な
が
っ
た
単
位
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。「
節
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
「
節
な
し
」
な
ど
の
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
謡
に

お
い
て
伝
統
的
に
存
在
す
る
増
節
（「
廻
し
」「
フ
リ
」
な
ど
）
や
「
し
お
る
（
く
る
）
↓
入
る
」
の
よ
う
な
特
徴
的
な
音
高
単
位
な
ど

と
想
定
す
る
こ
と
に
し
た
。「
声
」
と
「
音
」
に
つ
い
て
は
、
声
の
音
色
を
指
す
言
葉
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
「
声
」
に
つ

い
て
は
、
声
遣
い
な
ど
と
い
っ
た
現
代
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、
息
遣
い
な
ど
も
含
め
、
ま
た
音
色
な
ど
も
ふ
く
め
た
、
声
の
使
い
方
を

指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
訳
文
を
工
夫
し
て
み
た
。

曲
（
き
ょ
く
）
＝
旋
律
形
、
曲
節
、
小
段

節
（
ふ
し
）
＝
増
節
、
ク
リ
な
ど

音
＝
声
の
音
色

声
＝
声
遣
い
（
息
の
扱
い
）

呂
角
、
呂
宮
、
呂
徴
、
律
商
、
律
羽
、
律
徴
の
意
味

「
宮
、
商
、
角
、
徴
、
羽
」
は
五
音
音
階
に
お
け
る
相
対
的
な
音
高
を
し
め
す
用
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

は
い
な
い
こ
と
が
、
一
読
し
て
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
了
解
し
が
た
い
。
以
下
、

仮
説
を
提
示
し
て
み
る
。

　

本
文
か
ら
整
理
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

呂
角
＝
の
へ
て
よ
く
諷
こ
め
た
る
。
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呂
宮
＝
平
家
の
を
り
声
の
様
な
る
行
や
う
に
て
、
す
る
り
と
行
。

　
　

呂
徴
＝
只
す
る
〳
〵
と
行
や
う
に
て
、
急
き
懸
る
か
と
お
も
へ
ハ
、
又
延
て
云
。
拍
子
を
は
つ
れ
す
。

　
　

律
商
＝
す
ぐ
に
云
く
た
す
う
ち
に
、
ま
た
い
ひ
や
ハ
ら
く
る
所
あ
り
。

　
　

律
羽
＝
す
る
〳
〵
と
つ
め
て
云
。

　
　

律
徴
＝
律
羽
の
曲
と
大
か
た
同
事
。
其
内
上
て
云
曲
に
律
徴
を
用
。
鉄
丸
の
こ
と
し
。

以
下
、
間
違
い
を
承
知
で
、
小
段
と
の
対
応
関
係
を
考
え
て
み
る
。

「
呂
」
に
は
、
お
も
に
「
拍
子
合
」
の
小
段
を
あ
て
は
め
て
み
る
。

　
「
呂
角
」・
・「
延
ば
す
」
↓
大
ノ
リ
（
大
ノ
リ
は
、
早
に
対
し
て
延
）
あ
る
い
は
「
詠
、
一
声
」

　
「
呂
宮
」・
・「
折
声
」
↓
上
歌
、
ク
リ
、
一
声
（
高
音
域
か
ら
連
想
）

　
「
呂
徴
」・
・「
す
る
す
る
」
か
ら
「
延
べ
る
」
へ
↓
ク
セ
（
拍
子
あ
り
。
七
五
調
の
字
不
足
部
分
に
間
が
あ
る
）

「
律
」
に
は
、
お
も
に
「
拍
子
合
わ
ず
」
の
小
段
を
あ
て
は
め
て
み
る
。

　
「
律
商
」・
・「
す
ぐ
に
言
い
く
だ
す
」
か
ら
「
い
い
や
わ
ら
ぐ
る
」
へ
↓
「
サ
シ
」
か
ら
「
一
声
」
へ

（「
観
世
道
見
書
物
」
に
も
「
律
商
さ
し
こ
ゑ
の
中
に
あ
り
」
と
あ
る
）

　
「
律
羽
」・
・「
す
る
す
る
と
つ
め
る
」
↓
ク
ド
キ
、
サ
シ

　
「
律
徴
」・
・「
あ
げ
て
い
く
」　

鉄
丸
↓ 

ク
リ
、
あ
る
い
は
修
羅
ノ
リ
の
部
分
な
ど

以
上
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
小
段
、
あ
る
い
は
小
段
の
繋
が
り
と
結
び
つ
け
る
私
案
で
あ
る
が
、
高
橋
葉
子
は
、
同
論
文
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
を
、
小
段
で
は
な
く
、
よ
り
小
さ
な
「
ふ
し
」
や
「
謡
い
方
」
を
さ
す
と
考
え
る
。

（
こ
れ
ら
の
語
は
、）
現
在
に
も
通
じ
る
微
細
な
ふ
し
、又
は
部
分
的
な
謡
い
方
を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
中
略
）。
例
え
ば
「
呂
徴
」
は

次
項
で
取
り
上
げ
る
五
音
連
声
の
謡
い
方
に
似
て
い
る
。「
律
商
」
が
「
さ
し
こ
ゑ
の
内
に
あ
り
」
と
い
う
の
も
現
在
の
謡
か
ら
ほ

ぼ
想
像
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
ふ
し
を
指
す
言
葉
で
あ
れ
ば
、今
後
精
査
す
る
こ
と
で
個
々
の
内
容
を
読
み
解
け
る
可
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能
性
が
あ
る
。（
高
橋
、
同
論
文
、
一
一
七
―
一
一
八
頁
）

傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
判
断
は
留
保
し
、
さ
ら
な
る
考
察
を
俟
つ
こ
と
に
し
た
い
。

宮
、
商
、
角
、
徴
、
羽
と
ふ
し
（
旋
律
形
）
を
関
係
づ
け
る
例　

な
お
、
室
町
期
の
能
楽
伝
書
『
塵
芥
抄
』（
鴻
山
文
庫
、
法
政
大
学
所
蔵
）
に
は
、「
呂
ノ
吟
」「
律
ノ
吟
」
と
題
し
た
条
が
存
在
し
て

い
る
。「
呂
ノ
吟
」
で
は
、「
ス
グ
」「
ソ
ル
」「
ス
ク
ム
」「
ユ
ル
」「
ノ
ル
」
な
ど
の
旋
律
形
の
名
称
が
、
節
を
示
す
記
号
と
と
も
に
し

め
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
「
宮
、
商
、
角
、
徴
、
羽
」
そ
れ
ぞ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
応
関
係
を

示
す
図
の
間
に
は
、
盤
渉
、
黄
鐘
、
平
調
な
ど
の
音
名
を
示
す
語
も
合
わ
せ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
図
か
ら
は
、
対
応
関
係

を
明
確
に
把
握
で
き
な
い
。
塵
芥
抄
の
筆
者
自
身
も
混
乱
し
た
ま
ま
、
記
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、「
律
ノ
吟
」
で
は
、「
徴
＝
黄
鐘
、
羽
＝
盤
渉
、
宮
＝
壱
越
、
商
＝
平
調
」
と
い
う
対
応
関
係
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

旋
律
が
「
徴
と
宮
」「
羽
と
商
」
の
よ
う
に
完
全
四
度
上
行
し
た
り
下
行
し
た
り
す
る
こ
と
が
図
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、「
律
ノ
吟
」
は
、
現
在
の
弱
吟
の
よ
う
に
、
基
本
と
な
る
音
高
の
移
動
が
明
確
に
示
さ
れ
る
謡
で
あ
る
と
わ
か
る
。

『
塵
芥
抄
』
で
は
、
呂
と
律
と
の
二
分
法
の
系
統
は
、
世
阿
弥
や
音
曲
玉
淵
集
と
同
じ
系
統
で
あ
る
。
道
見
伝
書
や
う
た
ひ
鏡
の
系

統
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
『
塵
芥
抄
』
の
よ
う
に
「
宮
、
商
、
角
、
徴
、
羽
」
を
旋
律
形
（
ふ
し
）
と
結
び
つ
け
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
声
明
の
技

術
書
『
声
律
秘
要
抄
』
に
、
そ
の
類
例
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

呂
ノ
五
音　

羽　

ス
ク
ム　
　

徴　

由　
　

角　

ス
ク
ム　
　

商　

ス
ク
ム　
　
　
　

宮　

由

律
ノ
五
音　

羽　

由　

ソ
ル　

徴　

由　
　

角　

ス
ク
ム　
　

商　

ユ
リ　

ソ
ル　
　

宮　

異
説
ニ
云　

半
由

（『
声
律
秘
要
抄
』（
天
納
伝
中
（
校
訂
）『
続
天
台
宗
全
書　

法
儀
1
』
春
秋
社
、
所
収
）
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第五条　呂律の事（藤田）

平
家
の
「
折
声
」

折
声
は
、
平
家
の
曲
節
名
称
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

平
家
琵
琶
研
究
者
の
薦
田
治
子
は
、「
折
声
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

〔
折
声
〕
の
「
折
」
が
、
ど
の
よ
う
な
声
の
技
法
で
あ
る
か
は
、
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
舘
山
漸
之
進
は
、
冒
頭
の
上
域
の

墨
譜
﹇
上
﹈
に
つ
け
ら
れ
た
独
特
の
装
飾
的
な
声
の
動
き
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
明
す
る
（
中
略
）。
兼
常
清
佐
も
波
多
野
流
平

家
の
演
奏
家
藤
村
性
禅
の
折
声
に
つ
い
て
、「
一
字
一
字
を
切
っ
て
発
音
す
る
。
そ
し
て
悉
く
そ
の
語
尾
を
早
く
四
度
に
落
す
か
、四

度
上
げ
る
か
す
る
。
つ
ま
り
声
を
折
る
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
お
り
（
後
略
）」（
薦
田
治
子
『
平
家
の
音
楽
』（
二
〇
〇
三
年
、
第

一
書
房
、
二
四
三
頁
）

「
折
る
」
と
い
う
技
法
は
、
声
明
に
も
存
在
す
る
。
天
納
伝
中
は
「
ヲ
ル
」
を
「
ス
ク
を
出
し
て
三
律
ヲ
リ
下
ゲ
ル
型
を
「
ヲ
ル
」
と

い
う
。
中
・
律
曲
に
お
い
て
は
強
く
当
っ
て
折
り
下
げ
る
。
先
行
す
る
旋
律
型
の
最
後
の
音
を
受
け
て
、
そ
の
音
よ
り
一
音
下
げ
る
の

を
「
受
ケ
下
ゲ
」
と
い
う
」
と
説
明
す
る
（
天
納
伝
中
『
天
台
声
明
概
説
』（
叡
山
学
院
、
一
九
八
八
年
））。
声
明
の
「
折
る
」
と
平

家
琵
琶
の
「
折
声
」
に
は
類
似
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
折
声
」
と
「
呂
宮
＝
平
家
の
を
り
声
の
様
な
る
行
や
う
に
て
、
す
る
り
と
行
」
と
の
関
係
は
、
や
は
り
理
解
に

苦
し
む
。
な
お
呂
を
平
家
に
例
え
る
言
説
を
「
節
章
句
秘
伝
之
抄
」（『
細
川
五
部
伝
書
』
わ
ん
や
書
店
、所
収
）
に
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
引
い
て
お
く
。「
一
、
呂
の
声
と
云
事
、
是
ハ
く
ど
き
に
も
に
ず
、
又
く
ど
き
の
や
う
成
物
を
、
く
ど
く
声
に
て
も
の
も

の
敷
云
也
。
此
曲
ハ
平
家
の
や
う
な
る
べ
し
。
そ
れ
を
か
ん
の
う
と
云
也
」。

（
藤
田 

隆
則
）


