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日
本
普
樂
と
い
ふ
こ
の
與

へ
ら
れ
た
題
目
に
つ
い
て
私
は
全
く
獨
立
し
た
二
つ
の
小
篇
を
作
つ
た
。
日
本
訟日
樂
の
現
在
の
有
樣
と
過
去

の
歴
史
と
に
つ
い
て
の
二
つ
の
小
篇
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
小
篇
の
う
ち
第

一
の
も
の
は
極
め
で
通
俗
的
た
敍
述
で
あ
る
。
今
の
日
本

に
あ
る
音
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
常
識

的
に
蓮
べ
て
み
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
大
し
た
異
論
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
今
の
日
本
に
あ
豊

・
樂
は
誰
が

み
て
も
ま
つ
こ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
。

　
そ

の
他
の

一
篇
は
多
少
專
門
的
で
あ
る
、
日
本
の
音
樂
史
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
考

へ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
文
學
の
讀
者
に
と

つ
て
は
・
こ
の
方
は
或
は
興
味
の
多
い
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
異
論
を
豫
想
し
て
ゐ

る
・
そ
の
委
し
い
敍
述
は
ま
た
他
の
場
所
で
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

第
二
篇

　
現
在

の
日
本
音
樂
の
有
樣

■

今

日
本
に
は
ど
ん
な
音
樂
が
あ
る
か
。
今
の
日
本
音
樂
と
い
ふ
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。
i
i
こ
の
專
に
つ
い
イ、
の
大
體
を
私

は
極
め
て
常
識
的
に
諸
君
に
話
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

　
口
本
の
音
樂
は
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　

一
、
民
謠
の
類

　
　
二
、
專
門
的
な
音
…樂
の
類

　
　
　
　
　
笙

篇

現
在
の
笨

著
樂
の
有
樣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三

戸囁
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四

　
こ
の
二
つ
の
慨
別
は
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
瞹
昧
で
あ
る
。
決
し
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た

Ψ
常
識
で
さ
う
も
分
け
ら
れ
る
と
い

ふ
だ
け
で
あ
る
。
私
は
ま
つ
民
謠
に
つ
い
て
話
す
。

第

劇　

民

謠

　
民
謠
と
い
ふ
の
は
、
例

へ
ば

『追
分
ぶ
し
』
だ
の
、
『木
曾
ぶ
し
』
だ
の
、
或

は

『酒
は
涙
か
た
め
い
き
か
』
な
ど

い
ふ
や
う
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
部
類
に
は
い
る
の
は
昔
か
ら
各
地
方
に
あ
る
古
い
民
謠
や
、
そ
の
當
時
當
時
に
流
行
す
る
流
行
唄
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
分
け
方
は
普
樂
そ

の
も
の
x
性
質
か
ら
で
は
な
い
。
た

穿
瓧
會
に
存
在
す
る
有
樣
が
似
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ま
つ

そ
の
形
が
大
抵
は
聾
樂
で
、
別
に
樂
器
が
な
く
と
も
有
り
合
せ
の
咽
喉
や
口
笛
な
ど
で
演
奏
さ
れ
る
。
そ
し
て
曲
は
小
さ
く
て
、
短
く
て
、

誰
に

で
も
少
し
心
得
さ

へ
あ
れ
ば
容
易
に
唄
は
れ
て
、
そ
し
て
唄
ふ
人
の
普
樂
的
な
感
興
を
簡
單
に
滿
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
中
で
も
明
瞭
に
違

つ
た
性
質
の
も
の
を
次
に
あ
げ
て
見
る
。

　
囘

　
昔
か
ら
地
方
に
存
在
す
る
民
謠
で
拌
奏
の
な
い
も
の
。
今
そ
れ
に
三
味
線
な
ど
の
拌
奏
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
後
か
ら
付
け

た
も

の
で
、
そ
の
唄
自
身
に
は
拌
奏
が
心
す
し
も
必
要
で
な
い
と
思
は
れ
る
や
う
な
蟠
の
、
前
に
擧
げ
た
追
分
ぶ
し
、
木
曾
ぶ
し
は
そ
の

一
例

で
あ
る
。

　
今

の
日
本
に
は
こ
の
種
類

の
も
の
が
ま
だ
か
な
り
殘
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
で
節
の
美
し
い
も
の
や
、
文
句
の
お
も
し
ろ
い
も
の
な
ど
は

全
國
的
に
擴
が
つ
て
非
常
に
有
名
に
な
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
全
國
的
に
も
擴
が
ら
す
・、
有
名
に
も
な
ら
す
に
、
た
穿
僅
に
各
地

方
に
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
全
髄
を
數

へ
た
ら
何
百
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
ぐ
ら
ゐ
多
數
に
の
ぼ
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
や
う
な
音
樂

の
特
徴
は
、
ま
つ
第

一
に
は
作
曲
者
の
名
が
わ
か
ら
な
い
事
で
あ
る
。
從

つ
て
或
る
定
つ
た
作
曲
者
の
個
性
が
そ
の



作
曲

に
現
は
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
事
は
な
い
、
た

貸
野
に
自
然
に
草
花
が
嘆
い
て
出
る
や
う
に
、
た
Ψ
自
然
に
人

々
の
間
か
ら
生
れ
出
た

も
の
で
あ
る
。
ー

こ
れ
ま
で
民
謡
に
つ
い
て
普
通
に
は
さ
う
言
は
れ
て
ゐ
た
。
外
か
ら
見
れ
ば
民
謡
は
正
に
そ
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

追
分
ぶ
し
が
誰
の
作
で
あ
る
か
、
木
曾
ぶ
し
が
誰
の
作
で
あ
る
か
、
そ
ん
な
事
は

一
切
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
追
分

ぶ
し
や
木
曾
ぶ
し
は
、
そ
の
地
方
地
方
の
枇
會
に
自
然
に
生
れ
出
た
も
の
だ
と
も
言
は
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
た
穿
言
葉
の
綾
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
或
る
曲
は
作
る
人
な
し
に
自
然
に
生
れ
て
來
る
と
い
ふ
こ
と
は
事
實
上
あ
り
得

な
い
.
追
分
ぶ
し
に
し
ろ
、
木
曾
ぶ
し
に
し
ろ
、
誰
か
そ
れ
を
作
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
作
つ
た
と
い
ふ
點
で
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
が
第

九
ジ

ム
フ
ォ
ニ
ガ
を
作
つ
た
と
い
ふ
事
と
少
し
も
違
は
な
い
。
た
Ψ
民
謠
で
は
そ
の
作
つ
た
人
が
わ
か
ら
な
い
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
ゆ

　

こ
の
や
う
な
古
い
民
謠

の
作
者
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
民
謠
を

一
つ
作
つ
た
だ
け
で
、
あ
と
何
も
作
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
別

に
作
曲
家
と
し
て
活
動
す
る
氣
も
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
た
穿
專
門
の
仕
事
の
問
に
ふ
と

一
曲
の
民
謠
を
作
り
出
し
た
だ
け
の
事
で
あ
ら

う
。
そ
れ
で
民
謠
作
者
と
し
て
そ
の
名
が
傳
は
る
ほ
ど
の
事
件
で
も
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
こ
が
専
門
の
作
曲
家

の
作
曲
と
違
ふ
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
そ
の
や
う
な
民
謠
は
作
曲
者
の
個
性
が
薄
い
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
人
に
唄
は
れ
て
い
く
間
に
は
多
少
メ
・
デ

。
も
變

つ
て
ゆ
く
で
あ

ら
う
。
も
と
も
と
作
曲
者

の
個
性
を
ひ
ど
く
反
影
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
手
の
こ
ん
だ
作
曲
で
な
い
か
ら
、
い
く
ら
メ
ロ
デ

ィ
が
入
々
に
ょ

つ
て
曲
げ
ら
れ
て
も
、
作
つ
た
人
は
お
そ
ら
く
罕
氣
で
あ
ら
う
。
　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

　
何
時
か

一
人
σ
人
が
作
り
出
し
た
民
謠
は
、
多
く
の
人
に
よ
つ
て
い
ろ
い
ろ
に
メ
ロ
デ

ィ
が
變

へ
ら
れ
た
り
し
て
、
極
め
て
不
安
定
な

歌
態

で
日
本
の
地
方
地
方
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
そ
の
民
謠
は
や
は
り
そ
の
地
方
地
方
の
人
に
唄
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
ほ
ど
精

密
に
觀
察
す
れ
ば
、
そ
の
唄
に
何
か
そ
の
地
方
人
の
感
情
や
氣
分
が
表
現
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
ま
だ
日
本
で
は
地
方

　
　
　
　
　

第

一
篇

現
在
の
日
本
音
樂
の
有
樣
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の
民
謠

は

蒐
集

さ

れ
盡

し

て

ゐ
な

い
。

も

ち

ろ
ん

或

る
地

方

の
特

色

を
そ

の
唄

か

ら

考

へ
よ

う

な

ど

と

い

ふ
事

は

、

今

で

は

材
料

が
乏

し

く

て
到

底

誰

に
も

出
來

な

い
。

鞠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

じ

　

之
の
や
う
な
民
謡
は
ま
た
次
の
や
う
に
分
け
る
事
も
酷
來
る
。

　
　

(
一
)
　
娯
樂
を
主
と
し
た
民
謠

　
　

(
二
)
　
勞
働
に
關
係
し
た
民
謡

　
娯
樂
を
圭
と
し
た
民
謠
は
、
例

へ
ば
地
方
地
方
で
の
宴
會

の
席
で
唄
ふ
と
か
、
或
は
祭
禮

の
囃
子
で
唄
ふ
と
か
、
或

は
盆
踊
の
や
う
な

踊
に
つ
い
て
唄
ふ
と
か
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
塋
働
に
關
係
し
た
唄
は
、
田
植
の
唄
だ
と
か
、
地
つ
き
の
唄
だ
と
か
、
草
刈
唄
だ
と
か
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
昔
は
澤
山

方
々
に
存
在
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
.
し
か
し
今
で
は
あ
ま
り
澤
山
は
存
在
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
勞
働
の
樣

子
が
變
つ
た
し
、

歌
を
唄
ひ
な
が
ら
の
ん
び
り
と
働
く
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
今
日
の
時
勢
に
は
適
當
し
な
い
。
例

へ
ば
秋
田
の
田
舍
に
は
草
刈
唄
と
し
て
、

『
春
唄
』
『
秋
唄
』
な
ど
い
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
草
刈
唄
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
實
際
で
は
草
を
刈
る
時
に
は
め
つ
た
に
唄
は
れ

て
ゐ
な
い
。
も
し
唄
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
娯
樂
的
の
唄
と
同
じ
や
う
な
場
合
に
、
た
ゴ
草
刈
唄
と
い
ふ
題
目
で
唄
は
れ
て
ゐ
る
や

う
で
あ
る
。
本
當
の
勢
働
の
唄
と
い
ふ
も
の
は
案
外
に
少
な
い
。

日

本

の

民
謠

は
概

し

て
短

く

て
簡

單

で

あ

る

。
大

抵

今

で

は

七

五
調

の
句

二
行

で
、

　

オ
シ

ョ
ロ
、
タ
カ

シ

マ
お
よ
び
も
な

い
が
、

一
つ

の
節

が
出

來

て
ゐ

る
。



　
　
　
せ
め
て
ウ
タ
ス
ッ
、
イ
ソ
ヤ
ま
で
。

　

こ
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
形
の
唄
は
普
通
は
同
じ
テ
ー
マ
を
二
度
繰
り
返
す
よ
り
も
、
二
行
別

々
の
テ
ー
マ
で
出
來
て

ゐ

る
方
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
違
つ
た
テ
ー
マ
は
リ

ュ
ト
ム
ス
が
似
て
ゐ
る
こ
と
や
、
或
は
節
の
上
り
下
り
が
饗
照
を
作
る

こ
と
な
ど
で
、
り
ー
ド
の
形
と
し
て
非
常
に
よ
く
ま
と
ま
つ
て
ゐ
る
。

　
そ

の
音
階
も

一
般
に
は
甚
だ
簡
單
で
あ
る
。
多
く
は
普
通
の
短
音
階
、
長
普
階
の
七
音
の
音
階
か
ら
第
四
音
と
第

七
音
を
省
略
し
た
殘

り

の
五
音
で
出
來
た
や
う
な
晋
階
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
ま
だ
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
音
階
が
あ
る
が
、
そ
の
委
し
い
こ
と
は
樂
譜
が
な
く

て
は
論
明
し
に
く
い
。
ま
た
そ
の
十
分
な
研
究
は
か
な
り
澤
山
の
民
謠
が
蒐
集
さ
れ
た
後
の
事
で
あ
る
。
今
日
は
遺
憾
な
が
ら
ま
だ
そ
の

時
機

で
な
い
。

　

こ
の
程
度
の
民
謠
は
日
本
に
限
つ
た
事
で
な
い
。
世
界
中

い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
ド
イ
ッ
に
は
ち
や
う
ど
日
本

の

民
謡

ぐ
ら
ゐ
短
く
て
簡
單
な
組
織
の
も
の
が
か
な
り
澤
山
あ
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
民
謡

の
名
所

と
し
て
昔
か
ら
有

名

で
あ
る
が
、
普
通
吾

々
の
知
つ
て
ゐ
る
民
謠
曲
集
に
あ
る
の
は
、
日
本
の
よ
り
も
長
く
て
構
造
が
遙
に
複
雜
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
實
際

に
は

日
本
の
も
の
ぐ
ら
ゐ
に
短
く
簡
單
な
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
そ

の
他

ヨ
ー

ロ
.
パ
の
ど
の
國
で
も
民
謠
と
言

へ
ば
ま
つ
大
體
日
本
の
民
謠
と
似
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
で
日
本
の
民
謠
は
・

決
し

て
ど
こ
の
國
の
民
謡
に
も
劣
ら
な
い
と
思
ふ
。

　

こ
の
や
う
な
民
謠
と
近
代
の
三
味
線
昔
樂
の
や
う
な
專
門
の
音
樂
と
の
中
間
に
あ
る
も
の
も
あ
る
。
各
地
方
の
祭
禮

の
時
の
囃
子
な
ど

は
そ

の

一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
當
然
樂
器
が
あ
る
こ
と
を
豫
想
し
た
も
の
で
、
例

へ
ば
秋
田
縣
の
角
舘
の
飾
山
囃
子

の
や
う
な
庵
の
で
あ

　
　
　
　
　
第

一
瞥柵
　
珥
川在
'の
日
本
二膏
樂
の
有
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　

日
　
本
　
音
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

る
。

こ
の
種
類
の
も
の
は
日
本
全
國
に
は
澤
山
あ
る
。
そ
れ
は
專
門
的
な
音
樂
の

一
分
派
と
し
て
考

へ
る
方
が
便
利
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
民
俗
音
樂
に

一
番
多
く
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
樂
器
は
恐
ら
く
笛
で
あ
ら
う
。
笛
は
ほ
と
ん
ど
日
本
全
國
の
民
俗
的
な
音
樂
に
行

き
渡

つ
て
ゐ
る
。
そ
の
外
に
は
太
鼓
の
や
う
な
打
ち
物
類
が
あ
る
。
三
味
線
も
か
な
り
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
民
俗
昔
樂

は
、
ま
だ
あ
ま
り
多
く
研
究
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

　
次
に
は
日
本
の
民
謠
に
は
歴
史
が
あ
る
か
と
い
ふ
事
が
問
題
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
民
謠
の
歴
史
と
い
ふ
事
は
日
本
で
は
全
く
考

へ
ら
れ
な
い
。
昔
か
ら
今
ま
で
民
謠
の
…樂
譜
と
い
ふ
も
の
は
書
か
れ
て
ゐ
な
い
。
譜
の
な

い
以
上
は
ど
ん
な
音
樂
で
あ
つ
た
か
は
絶
封
に
わ
か
ら
な
い
。

　
た

穿
文
句
だ
け
は
日
本
文
學
の
中
に
斷
片
的
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
土
佐
日
記
に
船
唄
が
あ
つ
た
り
、
枕
草
紙
に
田
稲
唄
が
あ
つ
」悔
り

す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
六
國
史
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
の
唄
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
萬
葉
集
の
中
に
は
當
時
の
民
謠
だ
と
言

は
れ

て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
や
う
な
民
謠
の
文
句
を
近
代
の
文
學
ま
で
綜
合
し
て
み
れ
ば
、
文
句
の
變
邁
だ
け
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
わ

か
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
音
樂
と
は
何
も
關
係
は
な
い
。

　
勧

　
以
上
述
べ
た
や
う
な
事
が
日
本
の
民
謠
の
大
體

の
樣
子
で
あ
る
。
そ
の
他
流
行
唄
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
追
分
ぶ
し
や
木

曾
ぶ
し
な
ど
の
や
う
な
或
る
程
度

の
永
久
性
の
あ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
當
時
に
流
行
し
て
、
ひ
ど
く
人
の
興
味
を
惹
き
、
ま
た
問
も
な

く
廢
れ
て
そ
の
存
在
を
失
ふ
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
昔
の
文
學
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
民
謠
は
果
し
て
そ
の
當
時

の
流
行
唄
で
あ
つ

た
か
否
か
を
區
別
す
る
事
は
出
來
な
い
が
、
明
治
以
後
に
な
れ
ば
そ
れ
は
或
る
程
度
に
區
別
す
る
事
が
出
來
る
。
殊
に
戰
爭
の
や
う
な
大

事
件
が
起
る
と
、
時
事
を
題
目
に
し
た
流
行
唄
が
相
當
に
唄
は
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
の
戰
爭
が
や
め
ば
、
そ
の
流
行
唄
も
廢
れ
て
し



ま
ふ
。
こ
れ
は
著
る
し
い

一
例
で
あ
る
。

　
明
治
以
後
今
日
ま
で
既
に
數
十
年
の
戡
月
を
經
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
近
代
の
流
行
唄
史
と
い
ふ
も
の
は
も
う
書
か
れ
て
も
い
』
時
期
で
あ

る
。
明
治
か
ら
今
日
ま
で
の
流
行
唄
の
中
に
は
私
共
が
聞
い
て
も
相
當
お
も
し
ろ
い
も
の
が
澤
山
あ
る
。
し
か
し
私
共
は
ま
だ
完
全
な
流

行
唄
史
と
い
ふ
も
の
は
持
つ
て
ゐ
な
い
。

　
そ
の
流
行
唄
の
中
に
は
鐵
道
唱
歌
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
今
か
ら
三
十
年
ぐ
ら
ゐ
前
に
日
本
を
風
糜
し
た
唄
ひ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他

の
流
行
唄
な
ど
と
は
多
少
趣
き
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
學
校
唱
歌
と
言
は
れ
た
或
る

一
種
の
音
樂
の
系
統
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
時
代
か
ら

音
樂

の
教
育
の
た
め
に
簡
單
な
五
音
晋
階
を
基
礎
に
し
て
節
を
作
り
出
し
た
も
の
で
、
鐵
道
唱
歌
は
そ
の
代
表
的
な
作

で
あ
る
。

　
鐵
道

唱
歌
は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
思
ひ
つ
き
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
音
樂
と
し
て
は
極
め
て
く
だ
ら
な

い
も

の
で
あ
る
。
學
校
唱
歌
の
系
統
の
も
の
で
流
行
し
た
の
は
ま
だ
他
に
も
多
少
あ
る
が
、

一
體
に
こ
の
系
統
の
節
は
退
屈
で
お
も
し
ろ

く
な

い
。
私
は
決
し
て
高
く
評
價
し
な
い
。
あ
ん
な
普
樂
は
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
も
大
き
な
勢
力
を
得
る
事
は
嵩
來
ま
い
。
そ
れ
に
比
べ
る

と
、
日
本
在
來

の
民
謠
の
方
が
遙
に
情
緒
的
で
お
も
し
ろ
い
。

　
こ
の
流
行
唄
は
現
代
に
な
つ
て
非
常
に
發
展
し
て
來
た
。
人
は
時
々
に
發
表
さ
れ
る
流
行
唄
に
非
常
に
興
味
を
持
つ
て
來
た
。
そ
し
て

作
曲
者
は
明
暸
に
そ
の
作
曲
を
自
分
の
も
の
と
し
て
發
表
す
る
や
う
に
な
つ
て
來
た
。
例

へ
ば
中
山
晋
牛
、
松
李
信
博
、
古
賀
政
男
の
や

う
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
も
初
め
は
必
す
し
も
件
奏
を
豫
想
し
な
か
つ
た
。
印
刷
さ
れ
た
譜
に
も
拌
奏
は
な
か

つ
た
適
例

へ
ば

『
カ
チ
ュ
ー
シ
ヤ
の
唄
」
、
或

は

『枯
す

玉
き
』
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

第
一
篇
　
現
在
の
日
本
音
樂
の
有
樣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　九



　
　
　
　
　

日

本

晋

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

一
〇

　
そ
れ
が
こ
の
頃
に
な
つ
て
は
件
奏
の
あ
る
事
が
是
非
必
要
と
な

つ
た
、
曲
の
形
は
こ
の
十
年
以
前
の
と
比
べ
て
非
常

に
複
雜
に
な
つ
て

ゐ
る
と
は
見
え
な
い
が
、
明
治
の
中
頃
の
や
う
な
短
い
唄
の
形
は
だ
ん
だ
ん
な
く
な
つ
た
ら
し
く
見
え
る
。
そ
の
代
表
的
な
の
は

『東
京

行
進
曲
』
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
『
酒
は
涙
か
』
な
ど
は
そ
の
形
の
小
さ
い
事
で
近
頃
の
除
外
例
と
し
て
い
玉
も
の
で
あ
ら
う
。

　
近
頃
こ
の
や
う
に
流
行
唄
が
發
展
し
た
の
は

一
つ
は
活
動
寫
眞
や
カ
フ
ェ
ー
や
蓄
晉
器
の
影
響
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
ち
や
う
ど
カ
チ
ュ

ー

シ
ヤ
の
唄
が
芝
居
の
た
め
に
特
に
流
行
し
た
や
う
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も

一
般
の
人
の
書
樂
的
な
意
識
が
知
ら
す
知

ら
す

の
聞
に
進
ん
で
來

て
、
長
い
複
雜
な
形
を
享
樂
す
る
事
が
出
來
る
や
う
に
な
つ
た

の
も
そ
の
圭
な
原
因
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
民
謠
の
國
と
し
て
は
、
日
本
は
ど
こ
の
國
と
比
べ
て
も
、
ま
つ
大
し
て
見
劣
り
は
し
な
い
ら
し
い
。
今
日
盛
ん
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
民
謠

小
唄
も
、
歐
洲
の
そ
の
種
類
の
も
の
に
比
べ
て
非
常
に
劣
つ
て
ゐ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
日
本
に
は
相
當
な
ジ
ャ
ズ

の
作
家
も
出
る
で
あ
ら
う
し
、
日
本
は
流
行
小
唄
に
關
す
る
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
ヵ
や
ヨ
ー
質
ッ
パ
の
先
進
國
に
必
す
追

ひ
つ
く
事
は
出
來

る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
民
衆
的
な
流
行
小
唄
に
は
、
必
す
そ
の
國
民
の
音
樂
的
な
趣
好
が
反
影
す
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
私
は
或
は
さ
う
か
も
知
れ
な
い
と
思

ふ
。
よ
し
、
先
天
的
に
そ
ん
な
國
民
性
な
ど
は
な
い
と
し
て
も
、
偶
然
或
る

一
曲
が
そ
の
國
民
の
趣
好
に
投
す
る
と
、
そ
れ
が

一
種
の
型

に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
に
そ
の
種
類

の
曲
が
ふ
え
て
ゆ
く
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
自
然
に
そ
の
國
民
の
小
唄
の
型

の
や
う
に
な
つ
て

し
ま

ふ
事
も
あ
ら
う
。

　
近
頃
の
小
唄
で
は
、
『
枯
す

乂
き
』
『
東
京
行
進
曲
』
『
酒
は
涙
か
』

な
ど
の
や
う
な
非
常
に
流
行
し
た
曲
に
は
み
た
共
通
し
た
三
味
線

風
な
音
階
が
あ
る
。
例

へ
ば
長
三
度
と
牛
普
と
二
度
と
が
つ
ゴ
い
て
下
る
ふ
し
を
聞
く
と
、
私
共
は
た
穿
何
と
な
く
日
本
風
な
氣
持
ち
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
始
め
て
こ
の
種

の
小
唄
を
作
つ
た
人
は
意
識
的
に
三
味
線
型
を
用
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
ん
な
も
の
を
澤
山
聞



き
馴
れ
る
と
、
三
味
線
も
知
ら
す
、
三
味
線
と
全
く
交
渉
の
な
い
人
で
も
、
自
然
に
そ
れ
に
日
本
風
な
氣
分
を
感
じ

て
來
る
や
う
に
な
る
。

』
種

の
音
樂
上
の
習
慣
で
あ
る
。

　

こ
の
や
う
に
し
て
、
恐
ら
く
日
本
風
な
大
衆
的
な
音
樂
と
い
ふ
も
の
玉
型
が
出
來
上
る
か
も
知
れ
な
い
。

日
本

の
民
謠

に

つ
い
て
・は
、
既

に

い
ろ

い
ろ

の
丈
獻

が
あ
る
。
次
に
擧
げ

る
の
は
ほ
ん

の

一
部
分
に
過
ぎ
な

い
。

丈
句
を
集

め
た
も

の
で
は
、

　
丈
部
省
丈
藝

委
員
會
編
纂

俚
謠

集

　
高

野
班
山

、
大
竹
紫
葉
共
編
　
浬
謠
集
拾
遺

こ
の
他
、
高

野
班
山
博

士
や
藤
澤
衞
彦

氏

の
著
、
添
田
唖
蝉
坊

氏
な
ど

の
記
述
が
あ
る
。

音
樂

に
つ
い
て
は
、
民
謠

の
樂
譜
は
相
當
澤
山
出

て
居

る
。
地
方
地
方

で
出
版
さ
れ
た
樂
譜

の
小
册
子
も
か
な
り
澤
山
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を

舶
と

ま
と
め
に
し
た
も

の
は
、
ま
だ
あ
ま
り
見
當

ら
な

い
。

近
頃

の
流
行

唄
は
た
い
て
い
み
な
樂
譜

に
な
つ
て
出
版

さ
れ
.て
ゐ
る
。
そ
れ
も
別

々
に
集

め
て
見

る
よ
り
ほ
か
仕
方
な

い
。
割
合

に
ま

と
ま

つ
た
も

の
で
は
次

の
本

を
舉
げ

る
。

　
春
秋
杜
版

の
世
界
音
樂
全
集
中

の
日
本
民
謠
集

(
堀
内
敬

三
)

そ

の
他

ハ
ー
モ

ニ
ヵ
用

の
節
單
な
譜
本

が
澤
山

あ
る
。

民
謠
と
專
門
的

な
音
樂
と

の
申
問

に
あ
る
や
う
な
も

の
玉

一
例

と
し
て
秋

田
縣
角
舘

の
祭
禮

の
囃
子
を
あ
げ
た
が
、

こ
の
樂
譜
は
民
俗
藝
術

の
愈

か

ら
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。

今
日
で
は
日
本

の
小
唄
、
流
行
唄

な
ど
は
ラ
ヂ

オ
で
度

々
聞
…く
事
が
出
來

る
。

ま
た
蓄
音
器

で
も
柑
嘗
聞
く
事

が
出
來

る
。

◆

第

一
雌桶
　
現

・在
・の
日

本
㌧膏
樂

の
有

貼怺



日
　
本
　
普
　
樂

一
二

第
二

專

門

的

な

音
樂

　
今
日
本
に
あ
る
音
樂
の
中
で
、
圭
に
専
門
家
に
よ
つ
て
演
奏
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
れ
を
民
謠
な
ど
か
ら
分
類

し
て
、
専
門
的
た
音
樂
と
名
づ
け
て
お
く
。
そ
れ
に
は
ざ

つ
と
次
の
や
う
な
種
類
が
あ
る
。

　

　

一
、
宮

中

の
訟
月
樂
。

ー

雅

…樂

　
　

二
、
謡

曲

　
　

三
、
箏
、
三
味
線
の
類

　

こ
れ
は
極
め
て
あ
ら
め
な
分
け
方
で
、
こ
の
他
に
も
ま
だ
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
晋
樂
が
あ
る
。
た
と

へ
ば
尺
八
だ
と
か
、
琵
琶
だ
と
か

い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
小
篇
で
は
、
そ
ん
な
も
の
に

一
々
觸
れ
て
ゐ
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
同
じ
三
味
線
の
中
で
も
上
方
に
流
行
す
る
義
太
夫
や
地
唄
の
や
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
東
京
で
流
行
す

る
長
唄
、
常
盤
濠
、
清
元
、

歌
澤

の
や
う
な
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
で
樂
器
の
三
味
線
も
ま
た
多
少
違
つ
て
ゐ
る
。
も
少
し
細
か
く
考

へ
て
み
れ
ば
、

こ
の
や
う
な
も
の

の
中
に
も
そ
れ
ぞ
れ
み
な
音
樂
上
の
特
徴
が
あ
り
、
區
別
が
あ
る
。
た
と

へ
ば
常
盤
津
と
清
元
と
は
似
て
は
ゐ
る
が
、
し
か
し
違
つ
て
ゐ

る
處
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
や
う
な
事

の
細
か
い
敍
述
は
こ
の
小
册
子
で
は
出
來
に
く
い
。
の
み
な
ら
す
、
ど
ん
な
大

册
を
用
意
し
て
も
.

日
本
音
樂
が
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
今
日
の
歌
態
で
は
そ
の
や
う
な
細
か
い
問
題
は
ま
だ
書
か
れ
る
時
期
に
逹
し
て
ゐ
な
い
。

　

こ
の
三
種
の
主
な
日
本
訟
日
樂
は
、
熾
來
た
時
代
が
そ
れ
ぞ
れ
み
な
違

つ
て
ゐ
る
。
私
は
そ
の
成
立
の
古
さ
の
順
序

に
述
べ
て
行
か
う
と

思
ふ
。

　
　
　

蝋
、
雅
　

　
樂
　

　

　F　

　

　

　

　

嘱



　

宮
中
の
雅
樂
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

一
つ
は
神
樂
歌
や
、
東
遊
や
、
そ
の
他
の
日
本
固
有
の
唄
ぴ
も
の
で
あ
る
。

一
つ
は
支
那
や
朝

鮮
か

ら
渡
つ
て
來
た
管
絃
樂
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
今
で
は
完
全
に
混
合
し
て
し
ま
つ
て
、
支
那
の
管
絃
樂
器
は
日
本

の
唄
ぴ
も
の
を
件

奏
し
て
ゐ
る
。
催
馬
樂
、
朗
詠
な
ど
み
な
さ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
舞
踊
が
つ
い
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。

　

雅
樂
は
手
安
朝
頃
の
上
流
生
活
の
中
に
は
、
か
な
り
廣
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
不
安
朝
の
文
學
の
中
に
は
、
麟
、
笙
、
篳

篥
、
箏
、
琵
琶
、
琴
、
和
琴
の
や
う
な
樂
器
の
事
や
、
い
ろ
い
ろ
た
雅
樂
の
曲
目
や
、
そ
の
舞

の
樣
子
が
到
る
と
こ
ろ
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
そ
れ
を
今
の
雅
樂
の
樣
子
に
比
べ
る
と
か
な
り
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

　

雅
樂
が
ど
ん
な
變
邁
を
し
て
今
日
の
歌
態
に
逹
し
た
か
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
昔

の
雅
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
も
、
音
樂

的
な
事
は

一
向
わ
か
ら
な
い
。

　

雅
樂
に
つ
い
て
は
、
た

穿
今
日
の
歌
態
で
は
雅
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
を
、
或
る
程
度
に
知
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
頃

で
は
宮
中
の
雅
樂
は
機
會
の
あ
る
毎
に

一
般

の
聽
衆
の
前
に
公
開
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
ま
た

レ
コ
ー
ド
に
も
何
曲
か
吹
込
ま
れ
た
。

,私
共
そ
れ
に
よ
つ
て
多
少
雅
樂
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
の
觀
念
を
得
て
來
た
。

　

雅
樂
の
中
で
は
、
聲
樂
は
全
く
日
本
固
有

の
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
神
樂
歌
、
東
遊
、
久
米
歌
、
催
馬
樂
、
朗
詠
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
外
に
祕
曲
と
さ
れ
て
ゐ
る
式
樂
も
あ
る
。
催
馬
樂
と
朗
詠
と
を
除
い
て
、
あ
と
の
曲
に
は
舞
踊
が
つ
い
て
ゐ
る
。

　
拌
奏
の
樂
器
は
神
樂
の
や
う
な
日
本
固
有
の
も
の
で
は
、
和
琴
、
神
樂
筑
、
篳
篥
、
笏
拍
子
な
ど
で
あ
る
。
和
琴
や
紳
樂
筑
な
ど
が
本

當
に
日
本
で
發
生
し
發
逹
し
た
樂
器
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
今
日
か
ら
で
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
催
馬
樂
の
や
う
な
日
本

樂
と
唐
樂
と
混
合
し
た
も
の
で
は
、
件
奏
の
樂
器
は
唐
樂
の
樂
器
で
、
和
琴
な
ど
は
用
ゐ
ら
れ
な
い
。

　
管
絃
樂
は
支
那
や
朝
鮮
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
唐
樂
と
高
麗
樂
と
に
大
別
さ
れ
て
ゐ
・る
。

　
　
　
　
　

第

一
篇
　
現
在
の
日
本
普
樂
の
有
樣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ゴ

戸



、

　
　
　
　
　

日

本

晋

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

一
四

　

今
で
は
、
唐
樂
は
管
樂
器
で
は
鱗
と
篳
篥
と
笙
、
絃
樂
器
で
は
箏
と
琵
琶
、
打
樂
器
で
は
大
鼓
、
鉦
、
鞨
鼓
と
で
合
奏
さ
れ
る
。
日
本

普
樂

の
中
で

一
番
大
仕
掛
の
も
の
で
あ
る
。
た

穿
舞
踊
が
あ
る
と
き
に
は
、
普
通
は
絃
樂
器
は
加
は
ら
な
い
。
管
絃
合
奏
の
舞
樂
は
め
つ

た
に
演
奏
さ
れ
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
が
私
共
に
甚
だ
淋
し
い
感
じ
を
與

へ
る
。

　

高
麗
樂
も
唐
樂
と
似
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
音
樂
だ
け
取
れ
ば
、
普
通
の
人
に
は
そ
の
匿
別
は
つ
き
に
く
い
。
高
麗
樂
で
は
笛
は
高

麗
笛
を
使
ふ
が
、
そ
れ
も
唐
樂
の
笛
と
大
し
て
違
は
な
い
。
こ
の
樂
は
笹
と
篳
篥
と
打
物
が
圭
な
樂
器
と
な
つ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
や
う
な
音
樂
の
曲
目
は
百
以
上
あ
る
。
今
で
は
そ
の
中
の
八
十
八
曲
だ
け
が
實
際
上
の
演
奏
曲
目
と
し
て
定
ま

つ
て
ゐ
る
。
そ
の

う
ち
で
も
普
通
に
演
奏
さ
れ
る
曲
は
澤
山
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
曲
の
中
に
は
支
那
や
朝
鮮
か
ら
渡
つ
た
の
も
あ
れ
ば
、
日
本
で
作
つ
た

の
も
あ
る
9
た
と

へ
ば
唐
樂
で
は

『
蘇
合
香
』
、
『
遐
城
樂
」、
『
春
鶯
囀
』
な
ど
は
渡
來
し
た
曲
で
、
『
秋
風
樂
」
、
『
春
庭
樂
』
、
『
承
和
樂
』

な
ど
は
不
安
朝
頃
に
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
さ
う
で
あ
る
、
高
麗
樂
で
は

『
狛
桙
』
、
『
綾
切
』
、
『納
蘇
利
』
な
ど
は
渡
來
し
た
曲
で
、

『
胡
蝶
』
、
『
仁
和
樂
』
、
『
長
慶
子
』
な
ど
は
不
安
朝
頃
に
日
本
で
作
ら
れ
た
曲
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
る

　
曲
が
外
國
の
も
の
で
あ
つ
て
も
、
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
曲
の
意
味
は
ど
れ
も
よ
く
わ
か

つ
て
ゐ
な
い
。
曲
の
意

味
を
書

い
た
も
の
も
あ
る
が
、

一
禮

に
瞹
昧
で
あ
る
、
外
來
の
曲
に
は
文
句
が
付

い
て
ゐ
た
と
い
ふ
論
も
あ
る
が
、
そ

の
文
句
は
も
ち
ろ

ん
今

日
で
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た

『
詠
』
と
い
つ
て
、
曲
中
に
文
句
を
唄
ふ
こ
と
が
不
安
朝
頃
に
は
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
文
句
も
よ

く
わ
か
つ
て
ゐ
な
い
。
ま
た
わ
か
つ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
そ
の
文
句
が
果
し
て
そ
の
曲
の
意
味
か
ど
う
か
甚
だ
疑
は
し

い
。

　
雅
樂
の
特
色
の

一

整
然
と
し
て
ゐ
る
。

つ
は
、
そ
れ
に
樂
論
が
付
い
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
音
階
の
構
造
だ
の
、
晋
程
の
計
算
だ
の
、　
一
見
し

て
は
甚
だ
理
論



　

こ
の
大
部
分
は
支
那
樂
論
が
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
、
日
本

で
も
樂
論
の
書
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
支
那
の
樂
論
の
紹
介
か
、
或
は
そ
の
甚

だ
瞹
昧
な
臆
測
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と

へ
ば
鎌
倉
期
で
は

開
西
園
寺
實
兼
公
與
阿
月
御
問
答

之
事
』
と
い
ふ
樂
論

の
書
が
あ
る
。

そ
の
全
體
は
、
ど
ん
な
に
丁
寧

に
、
ど
ん
な
に
同
情
し
て
讀
ん
だ
に
し
て
も
、
結
局
く
だ
ら
な
い
、
無
意
味
な
繰
言
と

い
ふ
よ
り
以
上
に

出
な

い
。
徳
川
期
に
も
儒
者
や
樂
人
の
樂
論
の
書
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
普
樂
論
と
し
て
別
に
何
事
を
も
意
味
し
て
ゐ
な
い
や
う
な

も

の
で
あ
る
。

　
樂
論
そ
の
も
の
が
甚
だ
瞹
昧
な
上
に
、
さ
ら
に
事
態
を
混
亂
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
樂
論
が
實
際
と

一
致
し
な
い
事
で
あ
る
。
樂
論
は
呂

律
の
音
階
の
構
造
を
詮

い
て
ゐ
る
。
そ
の
論
自
身
が
す
で
に
多
少
瞹
昧
で
あ
る
ゆ
そ
し
て
今
日
の
雅
樂
で
は
決
し
て
呂
律
と
い
ふ
や
う
な

音
階

の
區
別
は
見
ら
れ
な
い
。
樂
論
が
読
い
て
ゐ
る
や
う
な
音
階
は
、
實
際
の
音
樂
で
は
決
し
て
演
奏
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
動
か
す

べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
る
。

　
今
雅
樂
の
レ
コ
ー
ド
を
聞
く
と
す
る
。
私
共
は
そ
の
雅
樂
の
譜
を
樂
論
に
ょ
つ
て
音
に
飜
譯
し
て
譜
に
書
い
て
お
い
て
、
そ
し
て
レ
コ

ー
ド
を
そ
れ
と
比
べ
て
聞
く
と
す
る
。
そ
し
た
ら
こ
の
飜
譯
し
た
譜
と
實
際
の
昔
樂
と
の
間
に
は
必
す
相
違
の
あ
る
事

が
誰
の
耳
に
も
明

瞭
に
わ
か
る
。

　
こ
れ
が
雅
樂

の

一
大
難
關
で
あ
る
。
甚
だ
人
の
考
を
混
亂
さ
せ
る
點
で
あ
る
、
し
か
し
こ
の
解
決
は
誠
に
や
さ
し
い
。
た
虻
人
々
の
音

樂
に
對
す

る
意
見
次
弟
で
ど
う
に
で
も
解
決
さ
れ
る
。

　
雅
樂

の
譜
に
絶
對
の
權
威
が
あ
る
と
思
ふ
な
ら
ば
、
今
の
雅
樂
を
譜
の
と
ほ
り
に
演
奏
す
る
や
う
に
訂
正
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
。

　
今

の
雅
樂
の
演
奏
に
絶
對
の
權
威
が
あ
る
と
思
ふ
な
ら
ば
、
昔
の
雅
樂
の
譜
を
今
の
雅
樂
の
演
奏
ど
ほ
り
に
書
き
た
ほ
せ
ば
、
そ
れ
で

よ
ろ
し
い
c

　
　
　
　
　

笛
叩
一
篇
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樂
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右
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一
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口

本

音

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

一
六

　

こ
の
ど
ち
ら
を
取
る
か
は
人
々
の
意
見
に
よ
る
。
た
と

へ
ば
今

『
長
慶
子
』
の
譜
を
取
つ
て
見
る
。
ち
や
う
ど
べ
ー
ト
ー
ヴ

ヱ
ン
が
譜

の
上
で
作
曲
し
た
や
う
に
博
雅
三
位
が
こ
の
譜
で
作
曲
し
た
と
す

る
な
ら
ば
、
ま
つ
演
奏
は
こ
の
譜
の
と
ほ
り
に
す
べ
き
は
す
で
あ
る
q

雅
樂

の
譜
の
書
き
方
は
昔
は
幼
稚
で
あ

つ
て
,
必
す
し
も
音
樂

の
實
際
を
正
確
に
記
述
し
て
ゐ
な
い
と
思
ふ
な
ら
ば
、
譜
な
ど
ど
う
で
も

か
ま
は
な
い
、
た
穿
今
あ
る
と
ほ
り
に
演
奏
し
て
ゐ
れ
ば
よ
ろ
し
い
。

　
私
自
身
は
雅
樂
に
は
全
然
門
外
漢
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ど
ち
ら
を
取
る
と
竜
言
は
れ
な
い
。
し
か
し
常
識
で
考

へ
て
見
て
も
、
あ
の
樂

論
の
程
度
で
は
、
或
る
晋
樂
を
客
觀
的
に
正
確
に
譜
に
記
述
す
る
ま
で
に
は
決
し
て
行

つ
て
ゐ
な
い
.
譜
は
そ
の
書
か
れ
た
當
時
で
も
、

す
で
に
實
際
と
は

一
致
し
て
ゐ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
し
て
演
奏
の
方
も
、
た

f
心
覺
え
や
口
移
し
な
ど
で
傳
つ
て
來
た
の
で

あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
だ
ん
だ
ん
變

つ
て
行
つ
た
で
あ
ら
う
と
も
思
ふ
。
ち
や
う
ど
民
謠

の
ふ
し
が
人

々
で
多
少
違

ふ
や
う
な
も
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
雅
樂

で
は
こ
れ
が
基
礎
に
な
る
と
い
ふ
不
變
な
も
の
は
な
い
。
譜
も
演
奏
も
ど
ち
ら
も
、
た
ゴ
今
で
は
こ
ん
な
も
の
が
存
在

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
。

　
結
局
雅
樂
に
は
ど
う
演
奏
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
た

Ψ
か
う
演
奏
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

附

記
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
、　

　

　

　
　

　

.

　
雅
樂
の
處
に
ぜ
ぴ

一
言
付
け
加

へ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
佛
敏

の
音
樂
で
あ
る
。
聲
明
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。

.佛
敏
に
は
佛
教

の
儀
式
に
用
ゐ
ら
れ
る
聲
樂
が
あ
る
。
讚
美
歌

の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
古
代
史
に
は
し
ば
し
ば
記
載

さ
れ

て
ゐ
る
題
目
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
今
目
ま
で
傳
つ
て
ゐ
る
。

　
聲
明
に
も
天
台
宀示
の
も
の
と
眞
言
宗

の
竜
の
と
あ
る
。
奈
良
の
古
佛
敏
の
聲
明
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
、
そ
れ
は
今
日
で
は
よ
く



わ

か

ら

な

い
。

今

日
奈

良

の
寺

々
で
行

は
れ

て
ゐ

る

の
は
、

後

世

こ
の

二
宗

か

ら

影
響

さ

れ
た

部

分

が
澤

山

あ

る

で

あ

ら

う
。

　

昔

は

雅
樂

も
聲

明

と

一
緒

に
演

奏

さ

れ

た

。

そ

の
記
録

や

譜

は

澤

山

あ

る
コ

今

日

で
は

聲

明

は

昔

の
記
録

、
た

と

へ
ば

嗣
東

大

寺

要
録

』

に

記
述

さ

れ

て
ゐ

る

や
う

に
、

何

百

人

の
大
衆

で
合

唱

さ

れ

る
と

い

ふ
や

う

な

壯
觀

は
も

う
見

ら

れ

な

い
。
　

.

　

聲

明

に

は

『
伽

陀

』

の
や

う

に

長

く
長

く

聲

を
引

つ
ば

る

ラ

ル
ゴ

ー
の
章

も

あ

れ
ば

、
『
論

議

』
の
や

う

に
割

合

に

テ

ム
ポ

の
早

い
、
朗

讀

調

の
も

の
も

あ

る

。

こ

の

『
論
議

』

の

や
う

な

も

の

が
當
時

の
日
本

文

の
朗

讀

法

で
、

後

で
夲

家

琵

琶

や
謠

曲

な

ど

に
影

響

を
及

ぼ

し

た

の
か

も

も

れ

な

い
。

　

『
伽

陀

』

や

『
散
華

』

の
や

う

な
長

い

メ

ロ
デ

ィ
は

、

催

馬
樂

や
朗

詠

な

ど

と
似

た

處

が

あ

つ
て

、
恐

ら
く

相

互

に
影

響

し

あ

つ
た

も

の

で
あ

ら

う
。

今

の
聲

明
集

の
中

に

は
、

朗

詠

と

全

く

同

じ

メ

ロ
デ

ィ
を
も

含

ん

で

ゐ

る
。

　

聲

明

の
詳

し

い
研
究

は
將

來

の
事

で

あ

る
。

　
　

雅
樂
に
關
す

惹
丈
獻
は
澤
山
は
な

い
。

晋
樂

に
つ

い
て

の
記
述
は
伊
庭
孝
、

田
邊
樹
雄
兩
氏

の
日
本
普

樂
に

つ
い
て
の
著
害

の
中
に
あ
る
。
小
中
村

　
　

博
士

の

『
歌
舞

音
樂
略
史
』

は
特

に
雅
樂
に
詳

し

い
。

ま
た
東
儀
鐵
笛

は
雅
樂

の
古

い
研
究
家

で
あ

つ
た
。
遺
憾

な
が
ら
そ

の
遺
業

の
大
部
分

は
ま

　
　

だ
ま
と

め
て
公
に
さ
れ

て
ゐ
な

い
。
雅
樂

の
樂
譜
は
ま
だ
あ
ま
り
多
.く
な

い
。
僅

に
次

の
や
う
な
啗

の
が
あ
る
。

　
　

　

究价
欷
∵
瓧
の
惜
颪
弁
,晋
娩木
全
鑑
小
の
中

の
H
太
∴
音
轍
木
の
部

に

一
、

二
曲

　
　

　

南
葵
岡
書
館
版
、
H
本
音
樂
集
成
箪

一
卷

に
催
馬
樂
全
部

　
　

そ

の
他
は
斷
片
的

な
も
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'

聲
・明

で

は
次

の
や
う

な

譜

が

あ

る
。

　

東

儀
鞭
俊
龍

篇

、

天

ムロ
聲

明

の
激
閑

h

　

　

　

第

」

払桶
、

現
、・在

の
日
本

鵡
日
樂

の
有

樣

鱒
七

の

律

郵



曜

尋

、

　

　
　

日
　
本

音
　
樂

山
石
原
諦
信

著
、
南

山
進
流
聲
明

の
研
究

ど
ち
ら
も
非
常

に
參
考

に
な
る
。
好
著

で
あ
る
。
そ

の
他
断
片
的
な
も

の
も
二
三
あ
る
。

一
八

「

そ

の
他

雅

樂

は

レ

ム
7
ド

で
多

少

聞

く

こ
と

が

出
來

る
。

明

聲

も

恐

ら

く
そ

の
う

ち

レ

コ
ー

ド

に
收

め
ら

れ

る
時

が

來

る

で

あ

ら
う
。

ま

た

雅
樂

は
時

々
ラ

ヂ

オ

で

も
聞

く
事

が

出

來

る
。

こ

の
や

う
な

特

殊

な
音

樂

は
今

の
う

ち

に
完

全

に

レ

コ
ー

ド

に
收

め
て
、

長

く

史

料

と

し

て
保

存

す

る

こ
と

は
非
常

に
必
要

な
仕

事

で

あ

る
。

　
　
　

二
、
能

　

　
樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

↓　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

　
能
樂
は
そ
の
前
に
あ
つ
た
民
聞
の
音
樂
の
猿
樂
、
田
樂
、
或
は
奉
家
琵
琶
、
或
は
佛
歉
の
聲
明
な
ど
が
い
ろ
い
ろ
影
響
し
て
出
來
上
つ

た
室

町
時
代
の
武
家
の
音
樂
で
あ
る
。

　
そ

の
歴
史
は
、
雅
樂
よ
り
も
徇
ほ

一
層
わ
か
り
に
く
い
。
昔
の
能
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
今
日
か
ら
で
は
、
ほ
と
ん
ど
何

も
考

へ
ら
れ
な
い
や
う
な
状
態
で
あ
る
。
と
に
か
く
能
樂
の
起
源
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
丶
形
か
ら
今
日
の
能
樂
の
形
に
な
る
ま
で
に
は
、
」

相
當

の
變
化
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
相
當
の
年
代
も
經
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

　
今

で
は
能
樂
は
、
貴
族
の
間
に
僅
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
ち
や
う
ど
雅
樂
が
宮
廷
の
中
に
存
在
し
て
ゐ
る
と
同
じ
や
う
な
状
態
で
あ
る
。

そ
の
能
樂
に
も
、
觀
世
、
簧
生
、
金
春
、
金
剛
、
喜
多
な
ど
の
五
流
あ
つ
て
、
細
か
く
考

へ
て
み
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
多
少
違
つ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
、
そ
れ
も
何
時
か
ら
起

つ
た
相
違
で
あ
る
か
、
音
樂
上
の
事
は

一
向
よ
く
わ
か
ら
た
い
。

　
能
樂
は

一
般
的
な
名
で
、
そ
の
中
に
は
音
樂
的
な
部
分
と
し
て
謠
曲
と
囃
子
が
あ
る
。
そ
の
外
に
舞
臺
の
上
の
動
作
が
あ
る
、
舞
豪

の

上
の
事
は
今
こ
の
話
と
は
關
係
な
い
か
ら
省
略
す
る
。
舞
樂
を
型
の
あ
る
舞
踊
の
や
う
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
能
…樂
の
方
は
む
し
ろ
型



を

極

度

に
重

ん

じ

た
芝

居

の
や

う

な

も

の
で

あ

る
。

そ

の
,中

に
償

の

メ

ロ
デ

ィ
と
大

つ

Ψ
み
小

つ

ビ

み
、

大

鼓

と

に
合

せ

て
舞

ふ
舞

踊

の

部

分

も

あ

る

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
・　

、　

　

　

　

　

　

　

　

・　

.　

.
,　

.

.・　

一　

.

.

、
、
.
.,
・ご

:
、.
・..

　

音

樂

の
部

分

は
聲

と

囃

子

で
あ

る
。
囃

子

は

雅
樂

に

比

べ

る
と

遙

に
簡

單

に

な

つ
て
來

て
、

メ

ロ
ヂ

,.
は
僅

に
箭

が
吹

く

だ

け

で
あ

る
..

そ

の

メ

ロ
デ

ィ
も

か

な

り

簡

單

で
、

同

じ

や

う

な

型

が
幾

度

と
な

く

繰

返

へ
さ

れ

る
。

豫

備

智

識

の
な

い
も

の
に

は
甚

だ

退

屈

で

あ

る
。

　

謡

曲

は

一
種

の
朗

讀

法

で
あ

る

。

恐

ら

く

こ

の
發

生

當

時

の
文

章

の
朗

讀

法

を
多

少

今

日

ま

で
保

存

し

て
ゐ

る
處

も

あ

る

で

あ

ら

う
。
　

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘンユ
ロフ
ラ
バ
ハ
メ
リ
ノアイ

基

礎

に

な

る
も

の
は

や

は

り

語

　

　
調

で
あ

る
。

そ

れ

を
處

々
多

少
時

間

を

長

く

し

た

り

、

ま

た

句

の
絡

り

に

メ

ロ
デ

ィ
ら

し

く
馨

に

綾

を

つ
け

た

り

し

た

や

う

な

も

の
で

あ

る
。

こ

の
特

徴

は

馨

明

や

雅
…樂

の
唄

ひ
も

の
と

違

つ

て
ゐ
聲

を

長
く

長

く

引

つ
ば

ら

な

い
事

で
あ

る
ゆ

,一
語

一
語

が

ス
タ

ヵ
ー

ト
の
や

う

に
短

く

切

れ

て
、
内

容

の
文

章

が
或

る
程
度

に
耳

か

ら

で

も

わ
か

る
事

で
あ

る
。
聲

明

や
雅

…樂

の

唄

ひ
も

の

で
は

、

文
章

の
意

味

は
耳

か

ら

で
は

決

し

て
わ
か

ら
な

い
。

文
章

と

し

て

ま

と
ま

つ
て
記

憶

に
殘

る
心

理

的
な

限

度

を

遙

に
越

え

て
、

長

く
長

ぐ
聲

が

引

つ
ば

ら

れ

る
。

議

曲

の
方

は

、
前

に
文

章

を

讀

ま

な

い
人

で

も

、
虚

々
耳

か

ら

で
も

意
味

が

わ
か

る
。

　

謠

曲

は

雅

樂

の
唄

ひ

も

の

』
や
う

に

メ

ロ
デ

ィ

の
拌

奏

が

な

い
か

ら

、
音

程

な

ど

は
ま

つ

唄

ふ
人

の
勝

手

で

あ

る
。

始

め

一青
程

や
一晋
階

を

稽

古

し

て
、

そ

れ

か

ら

メ

・
デ

ィ
に
と

り

か

」
る

と

い
ふ

わ
け

で
は

た

い
。

そ

れ

で
音

樂

と

し

て

は
非

常

に
簡

單

で
あ

る
コ

始

め

か

ら

師

匠

の
唄

ふ

と

ほ

ひ

を

ど

ラ

に
か

口
眞
似

し

て
行
け

ば

よ

ろ
し

い
。

そ

の
上
別

に
樂

器

は

い

ら
す

、

た

ビ
扇

子

が

一
本

と

茶

碗

に

一
杯

の

水

が

あ

れ

ば
事

は

足

る
。

そ

し

て
習

慣

上

何

と

た

く
議

曲

は
高

徇

な

も

の

Σ
や

う

な
感

じ

が
す

る
。

三
味

線

を

彈
く

よ
り

も
貴

族

的

で

あ

る

や

う

な
感

じ

が
す

る
。

そ

れ

で
謡

曲

は
髏

面
を

取
砂

つ
く

ろ

ふ
事

を

必
要

と
す

る
學

校
敏

師

の

や

う

た
人

々

の
聞

に
流

行

す

る
。

ま

た

貴

族

の
間

に
流

行

す

る
。

誠

に
尤

干
萬

な

話
…で

あ

る
。

　

し

か

し
専

門

家

の
聞

で

は
、

た

ビ

こ
れ

だ
け

の
事

で

は
す

ま

な

い
。

そ

の
演

奏

に
は

も

一
つ
大

切

な
内

容

の
條

件

が
加

は

つ
て
來

る
。

　

　

　

　

　

第

一
血桶
　
現
㎝在

の
冖口
本
ユ日
樂
～の
冶
翌樣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九

卿



　
　
　
　
　

日
　
本
　
音
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

そ
れ
は
文
章

の
意
味
を
表
現
す
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
あ
の
型
の
き
ま
つ
た
謠
曲
で
、
し
か
も
内
容
の
文
章
の
意
味
や
氣
分
を
表
現
し
よ

う
と
す
る
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
第
三
者
か
ら
見
れ
ば
無
論
無
理
な
注
文
で
あ
る
、
し
か
し
そ
こ
を
狂
女
な
ら
狂
女

の
や
う
に
、
高
僭

な
ら
高
僭
の
や
う
に
、
武
士
な
ら
武
士
の
や
う
に
、
そ
の
氣
分
を
表
現
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
ま
た
舞
豪
の
上
で
は
面
を
付
け
て
ゐ
て

も
、
そ
の
木
彫
の
面
が
動
作
の
工
合
で
喜
怒
哀
樂
の
情
を
現
は
す
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
の
型
の
き
ま
り
切
つ
た
謡
曲
で
も
、
ふ
し

ま
は
し
に
十
分
に
そ
の
唄
ふ
人
の
個
性
さ

へ
も
表
現
さ
れ
る
と
も
い
ふ
。

　

こ
ん
な
事
は
日
本
の
藝
事
に
は
付
き
も
の
で
あ
る
。
た
穿
謡
曲
ば
か
り
で
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
東
洋
人
で
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
紳

祕
な
感
情
生
活
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
か
ら
何
か
心
理
的
な
内
容
を
移
入
す
る
事
さ

へ
覺
え
た
ら
、
松
風
の
音

に
で
も
雨
だ
れ
の
音
に
で
も
干
萬
無
量
の
思
想
で
も
感
情
で
も
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
と
も
言
は
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
第
三
者
か
ら
見
れ

ば

「
向
何
の
事
だ
か
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
松
風
の
音
は
た
f
松
風
の
音
で
、
そ
の
何
處
に
天
地
の
翼
理
が
啓
示
さ
れ

て
ゐ
る
か
、
全
然

見
.當
が
つ
,か
な
、い
。

　
東
洋
の
も
の
に
は
そ
ん
な
第
三
者
に
わ
か
ら
な
い
祚
祕
的
な
か
く
れ
場
所
が
處
々
こ
し
ら

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
か
く
れ
場
所
に
う
ま

く
は
い
れ
る
人
は
、
確
に
藝
の
奥
儀
に
逹
し
た
人
で
あ
ら
う
。
名
人
で
あ
ら
う
。
從
つ
て
第
三
者
が
ら
そ
の
名
人
を
評
價
す
る
事
は
非
常
、

に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
が
私
共
に
と
つ
て
の
日
本
普
樂

の
難
所
の

一
つ
で
あ
る
。
謠
曲
や
能
樂
の
本
當
の
味
、
本
當
の
趣
は
、
も
ち
ろ
ん

私
共

の
や
う
に
普
通
に
音
樂
的
な
敏
育
を
う
け
た
人
で
は
わ
か
り
に
く
い
。

謠

曲

や
能

樂

に

つ

い
て

は
、

か

な

り
澤

山

の
本

や
記

蓮

が

あ

る
。

し

か
し
謠

曲

の
手

引

の

や
う

な

も

の
な

ど

が
多

い
。

そ

れ

は

こ

玉
に
は

一
切
省

略

す

る
。

ま

た
專

門

の
雑

誌

な
ど

も

あ

る

。

ま

と

ま

つ
た

本

と

し

て

は



,
野
上
遡
規
一
郎
撫者
、
能
樂

の
發

見

は
確

に
趣
味

の
あ
る
丈
獻
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　

。

そ

の
他
前
蓮

の
日
本
普
樂
研
究

の
本

に
は
能
樂

に
つ
い
て
も
か
な
り
記
蓮

さ
れ

て
ゐ
る
。

謠
曲

を
樂
譜

に
書

い
た
も

の
と
し

て
は
、

ま
だ
完
全
し
た
本
は
發
表

さ
れ

て
ゐ

な
い
や
う
で
あ
る
。
噺
片

的
な
も

の
は
以
前

か
ら
時

々
出
版
さ
れ
て

ゐ
る
。
近
頃

で
は
春
秋
砒
版
世
界
音
樂
全
集

の
日
本
普
樂

の
部

の
中
に

『
橋
辨
慶
』

の

一
曲
が
あ
る
。
大
體

の
樣
子
は
そ
れ

で
わ
か
る
。

謠

曲
は
今

で
は
貴
族

の
問
に
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
ゐ
る
。
私

は
た

マ
そ
れ
を
漠
然

と
鑑
賞
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
主
な
曲
を
パ

ル
チ
ッ
ー
ル
に
書

い
て
學
界

に
發
表
す
る
事
も
、

ま
た
能
樂
を
愛
す
る
人
々

の

一
つ
の
大
き
な
仕
事
で

あ
る
と
思
ふ
。

謠

曲
は
今
日
で

は
ラ
ヂ
オ
で
し
ば
し
ば
聞

か
れ
る
。

ま
た
レ

コ
7
ド
に
も
部
分
的

に
吹
込
ま
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
或
る

一
曲

を
全
部
見
た
り
聞

い
た

り
し
よ
う
と
思

へ
ば
能
樂
堂
に
行

か
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

こ
れ
は
雅
樂

と
同

じ
や
う

に
、

た
い、
都
會

に
ゐ
る
人
だ
け
に
出
來
る
事
で
あ
る
。

　
　
　

三
》
三
味
線
、
箏
な
ど

　
こ
れ
が
正
に
今
日
で
の
日
本
普
樂
の
中
心
で
あ
る
。
日
本
普
樂
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
近
代
の
箏
は
筑
紫
箏
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
雅
樂
の
箏
と
形
は
非
常
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
し
か
し
結
局
同
じ

樂
器
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
の
起
源
は
雅
樂
の
箏
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
詳
し
」い
傳
來
乏
、
發
達
や
變
化
の

淌
息

は
い
ふ
ま
で
も
な
く
不
明
暸
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、,「　

'

　
箏
は
關
束
と
關
西
と
に
二
つ
の
違

つ
た
流
儀
が
あ
る
。
東
京
地
方
の
は
山
田
流
が
多
く
、
關
西
の
は
生
田
流
が
多
い
。
そ
し
て
生
田
流

の
方
が
起
源
か
ら
言

へ
ば
古

い
。

.
生
田
流
の
箏

の
主
な
曲
目
は
糾
唄
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
表
組
と
か
、
裏
組
と
か
、
奥
組
と
い
ふ
や
う
に
、
ま
た
細
か
に
分
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
箜

総

現
在
の
日
本
音
樂
の
有
樣
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一二

、

冖



屮　　　一

奪

し

,

,

　
　
　
　
　
臼

.
夲
、
膏

樂

　

　

、　

　

　

　

・
　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

　

二
二

そ

し
て
そ
の

一
つ
の
組

の
中
に
、
干
曲
前
後
の
小
さ
い
曲
が
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
實
際

の
場
合
で
・は
そ
の
中
の

一
つ

一
つ
が
別
々
に
演
奏

さ
.れ
る
、
そ
し
て
ど
れ
も
み
な
大
抵
似
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
組
唄
は
み
な
歌
が
あ
つ
て
、
箏
が
そ
れ
に
拌
奏
す
る
や
う
に
出
來

て
ゐ
る
が
、
ま
だ
こ
の
他
に
箏
の
獨
奏
の
も

の
も
あ
る
。
有
名

な
六
段
め
曲
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
尺
八
や
三
味
線
と
合
奏
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
箏
だ
け
で
も
彈
く
も
の
で
あ
る
。
六
段
と
言

へ
ば

、
そ
の
題
の
文
字
の
や
う
に
、
中
に
六
…樂
章
だ
け
の
曲
が
あ
る
。
八
段
ど
言

へ
ば
八
樂
章

の
仙
が
あ
る
。
そ
の

各
云
の

一
樂
章
は
短

い
簡
單
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
六
樂
章
⑪
中
に
は
テ
ム
ポ
の
相
違
も
あ
る
し
、
習
樂
も
多
少
は
違
つ
て
ゐ
る
が
、
何
と
言
つ
,て
も
∵

十
三
絃
だ
け
で
彈
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
曲

の
樣
子
は
み
た
ど
れ
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
や
う
な
事
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
を
初
め
か

丶し
終

ま
で
注
意
を
そ
ら
.さ
す
に
聞
く
事
は
相
當
に
骨
が
折
れ
る
。
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
退
屈
の
度
が
ま
し
て
來
る
。

　
こ
の
他
に
楸
の
あ
る
も
の
で
も
、
歌

の
部
分
は
、
ほ
ん
の
僅
か
で
.
非
常
に
長

い
箏
の
獨
奏
の
部
分
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
專

門
家
は
そ
の
部
分
を
乎
事
と
言

つ
て
、
大
變
珍
重
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
私
共

一
般
の
聽
衆
に
は
六
段
同
樣
相
當
湛
屈
で
あ
る
Q
そ

の
獨
奏
の
部
分
が
前
後
の
文
句
の
意
味
を
器
樂
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
と
は
ど
う
し
て
も
考

へ
ら
れ
た
い
。
私
共
に
は
な
ん
だ
か
取
つ
て
付

け
た
や
う
な
氣
が
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と

へ
ば

『
八
重
衣
』
の
や
う
な
曲
で
あ
る
。

　
そ

の
外
に

『黒
髪
』
と
か

『
あ
さ
と
で
』
と
か

『
海
山
』
と
か
い
ふ
や
う
な
短
い
唄
だ
け
の
も
の
も
あ
る
。
ど
ケ
し

て
も
箏
を
聞
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
ん
な
の
を
聞
く
に
限
る
。
短
い
だ
け
で
も
取
柄
で
あ
る
。

　
關
東
の
山
田
流
の
曲
は
、
そ
れ
よ
り
も
多
少
曲
趣
が
新
し
い
。
そ
し
て
文
句
が
例

へ
醍

『
那
須
野
』
、
『熊
野
』
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
も

の
で
、
内
容
の
あ
る
、
劇
的
な
も
の
が
多
い
。
そ
れ
で
そ
の
内
容
の
方
か
ら
多
少
退
屈
さ
は
綏
和
さ
れ
る
・

　
箏

は
家
庭
の
血日
樂
、
或
は
お
座
嗷
の
.皿日
樂
で
、
徳
川
期
の
芝
居
の
音
樂
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
こ
が
三
味
線
と
違
つ
た

し

覧



腕

箏
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
ぱ
人
に
箏
を
多
少
お
上
・聞
ら
し
く
思
は
せ
る
。

箏

に
は
い
ろ
い
ろ
の
調
誘

拿

方
も
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
の
調
子
の
合
せ
方
の
相
違
か
ら
多
霊

日
階
の
變
化
も
起

る
が
、
し
か
し
大

髏

か
ら
見
て
・
ま
つ
似
た
や
う
な
も
の
で
あ
ツQ
。
や
は
り
す

べ
て
簡
單
な
五
堂

日
階
の
部
類
に
森

毳

.⇔
。

箏
の
墓

の
特
色
は
・
そ
の

三
呈

日
の
馨

の
長
さ
が
短

い
事
で
あ
る
.、
日
奎

日
樂
で
の

蕃

短

霊

日
符
の

両

で
あ
る
。
箏
の
手

事

に
な
る
と
・
三
本
の
指
は
・
+
三
絃
の
上
を
、
か
な
革

い
速
度
で
飛
び
斐

。
詫

で
或
る

一
輦

日
が
淌
、兄
な
い
.つ
ち
に
、
他
の

絃

の
音
が
響

い
て
、
全
膿
が
ち
や
う
ど
複
音
の
や
う
に
聞
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
音
符
の
髻

が
ほ
と
ん
ど
み
喬

じ
で
、
た
と

へ
ば
二
分
馨

の
あ
と
に
三
+
一
芬

　日
符
が
來
て
、
ま
た
t

ハ
盆

日
符
が

　

　

　

　

　

　

　

　

の

來

る
と
㌢

や
う
蹇

化
は
さ
う
㌘

な
い
。
ど
こ
も
蠱

同
じ

樣

に
三
+
二
盆

臼
符
、
或
は
+
六
盆

日符
垂

行
、刃
る
や

つ
に
單

.ん

る
製

鶴

鑓

総

齢

鑼

詢　日の
渠

自
由
に
出
來
な
い
ポ

書

う
か
皇

味
線
に
比
べ
て
・
鳶

・

劇
的
で
な
い
と
言
は
れ
て
ゐ
る
・
誠
に
遊

」
あ
る
。
し
か
し
そ
の
代
晶

に
譲

な
、
矗

ハ的
な
趣
が
あ
6
.
そ
し
て
八.
の
箏
の
演
奏

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ロ

方
法
は
・
そ
の
樂
世

し
て
許
説

得
る
蠶

ま
養

達
し
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
よ
か
ら
・つ
。
生
田
流
、
山
田
流
の
い
ろ
い
ろ
謡

の
手

事
は
・
恐
ら
く
箏
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
立日
樂
の
極
點
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
盆

藥

の
婁

よ
く
理
解
し
た
人
が

天

出
て
、
箏

の
彈
髣

や
、
或
は
澤
山
の
簍

同
時
に
利
環

り
.⇔
方
法
な
ど
を
も
少
し

よ
く
考

へ
た
ら
・
箏
か
ら
も
少
し
新
し
い
音
轍
木奮

來
は
し
ま
い
か
と
思
は
れ
る
.
口
本
で
そ
ん
蠢

の
す
る
樂
饕

ま
つ
箋

け
で
あ

　
ら
う
。
箏
は

一
種
の
趣
味
の
あ
る
樂
器
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

　
　
　
　
　
　

第

一
篇
　
現
在
の
日
本
菰日樂
の
有
樣



・
.H

本

、音

樂

二
四

、
三
味
線
は
日
.本
の
樂
器
の
中
で

一
番
廣
く
ゆ
き
わ
た
つ
て
居
る
も
の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
が
日
本

の
樂
器
の
女
王
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
三
味
線
が
日
本
に
傳
來
し
て
來
た
歴
史
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
臆
測
が
あ
る
。
三
味
線
の
元

の
形
は
琉
球
の
蛇
皮

線
,で
あ
ら
う
・と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
十
六
世
紀
の
中
頃
に
、
琉
球
か
ら
冂
本

の
大
阪
附
近
に
傳
來
し
、
そ
の
當
時

の
琵
琶
法
師
が
そ

れ
を
彈
く
事
を
工
夫
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
も
非
常
・に
確
か
な
説
で
は
な
い
が
、
常
識
で
考

へ
て
ま
つ
そ
ん
な
事
で
あ
つ
た
ら
う

と
も
考

へ
ら
れ
る
。

　
箏

に
生
田
流
と
山
田
流
が
あ
る
や
う
に
、
三
味
線
に
も
地
方
地
方
で
い
ろ
い
ろ
の
流
儀
が
あ
る
。
そ
の
流
儀
流
儀
で
三
味
線
の
形
や
大

き
さ

に
も
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
　

-

　
京
都
.に
あ
る
の
は
地
唄
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
田
流

の
箏
と
牛
行
す
・る
も
の
で
、
箏
に
あ
る
曲
は
組
唄
を
の
ぞ
い
て
同

じ
や
う
に
三
味
線

で
も

彈
く
。
從

つ
て
賭
趣
は
ほ
と
ん
ど
箏
と
同
じ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
箏

の
組
唄
に
相
當
す
る
も
の
は
、
三
味
線
の
本
手
と
端
手
で
あ
る
。
こ
れ
が
三
味
線
の
曲
と
し
て

一
番
古

い
も

の
で
あ
ら
う
と
言
は
れ

で
ゐ
る
。
三
味
線

の
音
樂
の
創
造
時
代
の
樣
子
が
ほ
穿
伺
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
組
唄
の
う
ち
本
手
は
琉
球
組
、
鳥
組
、
不
祚
組
と
い
ふ
や
う
に
七
つ
に
分
れ
て
ゐ
る
。
端
手
は

『
待
に
ご
ざ
れ

幅
『
葛
の
葉
』
『
京

鹿
子
』
な
ど
の
七
曲
に
分
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
三
味
線
の
拌
奏
は
ち
や
う
ど
箏
の
手
事
の
や
う
に
、

一
様
に
揃
つ
た
長
さ
の
短
い
音
符
で

出
來

て
ゐ
る
。
ち
や
う
ど
箏
の
手
事
を
三
味
線
で
彈
く
や
う
に
聞
え
る
。
箏
の
音
樂
の
や
う
に
劇
的
で
も
な
く
、
表
情

的
で
も
な
い
。
誠

に
古
典
的
で
あ
る
。
今
の
長
唄
や
清
元
な
ど
の
三
味
線
と
は
か
た
り
の
違
ひ
で
あ
る
。

　
そ

の
文
句
も
か
た
り
古
色
を
帶
び
た
も
の
で
あ
る
。

一
例
を
擧
げ
る
と
次
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
本
手
組

の
一
例
。



　

　

比
翼
漣
理
よ
の
、

天
に
照
る
月
は
十

五
夜

が
盛

り
、
あ

の
君
樣
は

い
つ
も
盛

り
よ

の
。
・

　

　

思
ひ
を
志
賀

の
松

の
風
ゆ
ゑ
に
、
死
な

で
焦
る

乂
く

。

葉

手
組
の

一
例
。

　
　

長
崎
の
鷄
は
時
知
ら
ぬ
鳥
で
、
奠
夜
中
に
歌
う
て
/
＼
、
君
を
戻
す
。

　
　

昔
よ
り
今
に
渡
り
來
る
黒
船
、
縁
が
盡
く
れ
ば
鱶
の
餌
と
な
る
。
サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ
。

　

こ
の
や
う
な
文
句
の
中
に
は
組
唄
の
た
め
に
新
た
に
作

つ
た
も

の
も
あ
る
属、
あ
ら
う
し
、
當
時
の
民
謡
を
そ
の
ま

玉
取
入
れ
た
も
の
も

あ

る
で
あ
ら
う
Q
と
に
か
く
汽
味
線
の
昔
樂
41
で
の
異
彩
で
あ
る
。

　
今

日
で
は
本
手
は
ほ
と
ん
ど
演
奏
さ
れ
な
い
。
全
く
過
去
の
音
樂
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
地
唄
の
三
味
線
は
、
箏
と
同
じ
や
う
に
、
獨
立

し
た
曲
で
、
手
事
の
や
か
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
多
く
は
箏
や
尺
八
と
合
奏
す

る
。

　

上
方
の
箏
や
地
唄
は
圭
と
し
て
盲
人
が
演
奏
す
る
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
音
樂
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
盲
人
で
あ
る

か
ら
譜
を
見
る
事
が
出
來
な
い
。

一
切
晤
記
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
日
本

の
昔
樂
で
は
普
通
の
事
で
、
日
本
音
樂

に
は
譜
の
完
全
し
た

も

の
は
な
い
。
み
な
暗
記
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
音
樂
を
習
ふ
人
は
盲
人
と
同
じ
事

に
身
を
落
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
外
に
盲
人
と

い
ふ
事
が
音
樂
上
に
ど
ん
な
に
影
響
し
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
は
ま
だ
十
分
に
は
研
究
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
盲
人
の
本
業
と
し
て
の
昔
樂

と

い
ふ
事
は
確
に
研
究
に
價
す

る
題
目
で
あ
る
。

　

京

都

の
地

唄

を

の
ぞ
く

と
、

大

阪

で
榮

え
た

義

太
夫

と

、
東

京

で
榮

え

て

ゐ

る
江

戸

淨

瑠

璃
郎

ち
常
般
皿津

や

清

元

な

ど

、

そ

し

て
そ

の

外

に
長

唄

が

主

な

も

の

で

あ

る
。

こ

の
や

う

な

も

の

に

つ

い

て
は

、
澤

山

の
敍

述

が

あ

る
し

、

ま

た
實

物

と

し

て
よ

く

知

ら

れ

て
ゐ

る
事

　

　

　

　

　

納
甲
一
拡扁
　
現
み准
の
口
目本
∴菅
鰍
木
の
み弔
樣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　

R冂　
　本
　
　蹟臼　
　轍茉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
亠ハ

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
冊
子
に
は
別
に
詳
し
く
書
か
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　

近
頃
の
三
味
線

の
音
樂
は
大
體
語
り
も
の
と
唄
ひ
も
.の
㌦
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
來
る
。
語
り
も
の
を
代
表
す

る
の
は
義
太
夫
で
あ

る
。
唄
ひ
も
の
を
代
表
す
る
の
は
、
大
仕
掛
け

の
も

の
で
は
長
唄
で
あ
り
、
小
仕
掛
け
の
も
の
で
は
歌
澤
で
あ
る
。
江
戸
淨
瑠
璃
は
ま
つ

そ

の
中
間
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
質
は
や
は
り
語
り
も
の
で
あ
る
.

　

語
り
も
の
で
は
、
そ
の
例
と
し
て
義
太
夫
で
は
、
三
味
線
は
恐
ら
く
第
二
義
的
の
も
の
で
、
圭
な
部
分
は
太
夫
が

一
人
で
い
ろ
い
ろ
の

人
の
盤
色
を
使
ひ
わ
け
る
事
で
あ
る
。
見
塵
を
前
に
置

い
て
撃
で

一
人
芝
居
を
打

つ
て
見
せ
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
間
々
に
、
時

々
・

多

少
メ
ロ
デ

ィ
ら
し
い
も
の
を
ち
よ
つ
と
唄

つ
て
、
或
る
程
度
に
音
樂

の
要
求
も
滿
た
さ
う
と
い
ふ
仕
掛
で
あ
る
。
今

の
浪
花
節
は
全
く

こ
の
型
で
あ
る
。

-
し
か
し
そ
の
昔
樂
的

な
處
を
美
し
く
唄

ふ
と
い
ふ
事
は
實
ぽ
太
夫
の
第

一
義

の
覘
處
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
よ
り
肝
心
な
の
は

一
人

芝

居
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
作
中
に
出
る
だ
け
⑳
人
物
の
疊
色
を
う
ま
く
使
ひ
わ
け
て
、
そ
の
場
の
光
景
、
そ
の
場

の
情
趣
を
聽
衆
の
前

に
彷
彿
と
さ
せ
る
事
で
あ
る
。
晋
樂
で
物
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
事
と
は
全
く
違

つ
た
立
場
で
あ
る
。
本
當
を
言

へ
ば
そ
れ
は
音
樂
の
部

類

に
は
は
い
ら
な
い
。
　
↓
人
芝
居
、
或
は
聲
色
使
ひ
に
、
多
少
晋
樂
的
な
要
素
が
は
い
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
。

　
江
戸
で
出
來
た
常
盤
津
、
清
元
な
ど
で
は
そ
の

一
人
芝
居
が
義
太
夫
の
様
に
大
部
分
を
占
領
し
て
ゐ
な
い
。
義
太
夫

ほ
ど
聲
色
が
多
く

な
く
、
や
」
音
樂
的
な
要
素
を
増
し
て
ゐ
る
。
と
に
か
く
義
太
夫
ほ
ど

一
人
芝
居
が
猛
烈
で
は
な
い
ら
し
い
。

　
唄
ひ
も
の
Σ
方
で
は
、
大
は
長
唄
か
ら
小
は
歌
澤
ま
で
、
こ
の

一
入
芝
居
を
き
か
さ
れ
る
難
だ
け
は
ま
つ
完
全
に
冤
れ
る
や
う
で
あ
る
。

内
容

の
文
句
で
は
、
歌
澤
な
ど
に
は
讀
ん
で
よ
く
分
る
、
面
白
い
、
筋
の
通
つ
た
も
の
が
か
な
り
澤
山
あ
る
。
徳
川
期

の
小
唄
の
文
句
は

な
か
な
か
洒
落
て
ゐ
る
。
し
か
し
長
唄
と
な
る
と
文
章
が
全
く
支
離
滅
裂
で
、
結
局
何
を
言
つ
て
ゐ
る
の
か
さ
つ
ば
り
分
ら
な
い
の
が
多



壁

い
。・
全
く
冗
舌
で
あ
る
。
文
學
と
し
て
も
た
ゴ
退
屈
さ
を
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
文
學
上
の
價
値
な
・ど
は
全
く
な
い
と
言
つ
て
よ
か
ら
う

そ
れ
が
耳
に
聽
く
唄
乏
な
る
と
、
長
唄
も
歌
澤
も
ま
つ
似
た
り
よ
つ
た
り
で
、あ
る

・。・た
埒
長

い
時
闇
を
か
け
て
別
に
何

の
特
徴
も
な
い
ふ

・

し
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
き
か
さ
れ
て
ゐ
る
と
感
す
る
だ
け
で
あ
る
。
短
い
だ
け
歌
澤
の
方
が
ま
し
だ
と
は
言
は
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ

の
短

い
な
り
に
や
は
り
か
な
り
退
屈
で
あ
る
。
明
瞭
な
リ

ュ
ト
ム
ス
と
メ
ロ
デ

ィ
の
定
「つ
た
形
を
有

つ
た
外
國
の
り
ー
ド
を
聽
く
事
に
は

と
て
も
比
べ
ら
れ
な
い
。
私
は
長
唄
な
り
歌
灘
な
り
は
要
す
る
に
無
暗
に
長
い
時
聞
を
費
し
て
下
だ
ら
た
い
文
句
の
朗
讀
を
聽
か
さ
れ
て

ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
と
思
ふ
。

　
三
味
線
の
作
奏
は
長
唄
で
は
か
な
り
優
れ
て
劇
的
、
或
は
表
情
的
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
割
合
に
そ
ん
な
氣
も
す
る
と

い
ふ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
三
味
線
と
い
ふ
樂
器
が
簡
單
で
あ
る
か
ら
、
た
と

へ
ば
長
唄
の
大
ざ
つ
ま
や
、
『越
後
獅
子
』
『
勸
進
帳
』
な
ど

の
作
奏

が
そ
の
能
力
の
限
度
か
も
し
れ
た
い
。

　

こ
れ
が
現
在
の
日
本

の
三
味
線
の
音
樂
の
有
様
で
あ
る
。

　
私
共
現
代
の
日
本
人
は
果
し
て
こ
ん
な
謡
曲
や
三
味
線
な
ど
に
滿
足
し
て
ゐ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
文
學
と
し

て

『鉢
の
木
』
や

『
越
後
獅
子
』
が
ど
れ
程
の
文
學
的
な
篠
興
を
呼
び
起
す

こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
か
。
私
共
は
『
船
辨
慶
』
や
『
松
の
線
』
に
何
程
の
文

學
的
な
價
値
を
認
め
る
で
あ
ら
う
か
。
丈
學
的
に
言
つ
て
も
私
共
は
す
で
に
こ
ん
な
も
の
に
は
全
く
あ
ぎ
た
ら
な
く
な

つ
た
。
そ
れ
に
刺

戟
も
變
化
も
な
い
原
始
的
な
音
樂
を
つ
け

て
、
そ
れ
で

一
體
何
が
私
共
に
音
樂
的
な
感
興
を
與

へ
る
で
あ
ら
う
か
。
私
共
が
求
め
て
ゐ
る

の
は
も
つ
と
刺
戟
の
強
い
、
感
激
の
多
い
、
整

つ
た
音
樂
で
あ
る
。
少
し
で
も
昔
樂
そ
の
も
の
を
味
ふ
人
な
ら
ば
必
す

こ
の
樣
な
日
本
音

樂

の
生
命
の
絡
り
を
豫
想
す

る
で
あ
ら
う
。

こ
ん
な
私
共
の
要
求
に
副
は
な
い
音
樂
が
長
く
實
際
的
に
存
績
す
る
理
由
は
決
し
て
あ
り
得

　
　
　
　
　

笛塀
一
篇
　
現
在
の
…H
太
コ、音
樂
の
膚
り樣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



駅

ほ
　
本
　
昔
　
樂

二
八

な
い
Q　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

-

　
存
續
の
理
由
の
な
い
も
の
は
滅
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
謠
曲
や
三
味
線
は
も
は
や
私
共
の
生
活
を
直
接
う
る
ほ
し
て
は
く
れ
な
い
。

私
共
は
支
那
や
、
朝
鮮
や
、
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
の
音
樂
に
は
些
か
の
面
白
味
も
懷
し
さ
も
感
じ
な
い
。
そ
れ
ら
は
私
共

と
何
の
縁
も
ゆ
か

り
も
な
い
外
國
の
音
樂
、
原
始
的
な
晋
樂
で
あ
る
。
現
代
の
私
共
に
と
つ
て
は
、
口
本
の

『
越
後
獅
子
』
や

『
松
の
緑
』
は
そ
の
支
那
や

朝
鮮
や
、
ホ

ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
の
音
樂
と
同
じ
く
全
く
外
國
の
音
樂
で
あ
る
。
言
葉
が
日
本
語
だ
と
い
ふ
け
れ
ど
、
し
か
し
あ
ん
な
日
本
語

は
私

共
の
日
本
語
で
は
な
い
。
刺
戟
に
乏
し
く
、
調
子
が
低
く
、
意
味
甚
だ
不
明
暸
な
こ
の
日
本
音
樂
を
、
表
情
の
豐
か
な
、
調
子
の
乏

と
の
つ
た
、
お
も
し
ろ
い
、
刺
戟
の
彊
烈
な
、
大
仕
掛
な
西
洋
音
樂
に
替

へ
る
こ
と
に

一
體
何
の
不
都
合
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

　
古
く
か
ら
私
共
日
本
人
が
傳

へ
て
來
た
と
い
ふ
理
由
で

『
吾
妻
八
景
』
や

『越
後
獅
子
』
を
捨
て
て
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
こ
の

口
常

の
生
活
は
ど
う
す
れ
ば
い
」
の
で
あ
ら
う
。
日
本
に
は
日
本
獨
特
の
蒲
物
が
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
、
活
動
に
便
利
な
こ
の
洋
服
を
腕

げ
と
命
す
る
な
ら
大
て
い
の
日
本
人
は
全
く
困
る
で
あ
ら
う
。
日
本
に
は
算
木
が
あ
る
か
ら
微
分
積
分
な
ど
と
い
ふ
西
洋
の
數
學
を
脅
つ

て
は
い
け
な
い
と
な
る
と
、
今
日
の
機
械
工
業
は
破
滅
す

る
。
我
々
は
寺
子
屋
と
草
紙
を
捨
て
て
西
洋
館
の
學
校
で
全
然
西
洋
の
系
統
の

敏
育
を
う
け
て
ゐ
る
。
私
共
自
身
の
生
活
は
西
洋
人
の
生
活
と
そ
ん
な
に
ひ
ど
い
匿
別
は
な
い
。
從

つ
て
私
共
の
生
活
と
よ
く
調
子
の
合

つ
た
、
本
當
の
私
共
の
音
樂
は
も
ち
ろ
ん
西
洋
音
樂
で
あ
る
。
そ
れ
に
何
故
私
共
は

『
越
後
獅
子
』
や

『
吾
妻
八
景
』

を
の
み
固
守
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
私
共
日
常
生
活
と
全
く
調
子
の
合
は
な
い
三
味
線
や
箏
を
何
故
捨

て
て
は
悪
い
の
で
あ
ら
う
か
。
西

洋
音
樂
こ
そ
正
に
本
當
の
日
本
音
樂
で
あ
る
。

　
た

穿
昔
あ
つ
た
も
の
を
歴
史

の
材
料
と
し
て
保
存
す
る
事
は
、
こ
れ
は
誠
に
文
化
的
な
意
義
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。
昔
あ
つ
た
口
本
音

樂
は
口
本
歴
史

の
材
料
と
し
て
必
す
長
く
保
存
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
日
本
普
樂
の
保
存
と
い
ふ
事
に
つ
い
て
は
私
共
は
熱
心
に
贊
成

」



す
る
。
私
共
自
身
も
し
出
來
る
な
ら
ば
、
そ
の
仕
事
に
手
を
貸
し
た
い
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

　
物
品
な
ら
博
物
館
に
保
存
さ
れ
る
。
菅
樂
は
さ
う
は
行
か
な
い
。
譜
に
寫
し
、

レ
コ
ー
ド
に
牧
め
る
ぐ
ら
ゐ
が
今
の
と
こ
ろ
考

へ
ら
れ

る
保
存
の
手
段
で
あ
る
。
も
し
或
る
人
に
日
本
音
樂
の
保
存
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
口
本
音
樂
を
習
は
せ
、
そ
の
一
生
を

こ
ん
な
音
樂

の
保

存
機
械
の
や
う
に
す
る
の
は
、
何
と
い
つ
て
も
あ
ま
り
に
悲
慘
で
あ
る
。
か
は
い
さ
う
で
あ
る
、
普
樂
は
や
は
り
譜
と

レ
コ
ー
ド
な
ど
で

保
存
す
る
よ
り
外
に
は
方
法
は
な
い
。
そ
し
て
譜
に
も

レ
コ
ー
ド
に
も
も
し
牧
め
切
れ
な
い
部
分
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
う
に
も
仕

方
な

い
と
諦
め
る
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
日
木
普
樂

の
負
ふ
遐
命
で
あ
る
。

三
味
線

や
箏

に
つ

い
て
の
文
獻

は
日
本
音
樂

の
中
で

一
番
多

い
か
も
し
れ
な

い
。

三
味
線

や
箏

の
蓿
古

用
に
考

へ
出
さ
れ
た
譜

や
丈
句
集
な
ど
は
か

な
り
澤
山

あ
る
。

一
々
あ
げ

て
居

ら
れ
な

い
。
そ
し
て
今

で
も
ま
だ
出
來

つ
玉
あ
る
。

ま
た
{專
門

の
雜

誌
も

い
ろ

い
ろ
あ

る
。
前
流
～
の
日
本
音
樂
研

究

の
本

に
は
こ

の
音
樂

の
事

も
詳

し
く
誌
さ
れ
て
ゐ
る
。

三
味

線

や
箏

の
譜
は
、

こ
れ

は
案
外

に
尠

い
や
う
で
あ

る
。
断
片
的

に
二
三
+
年
前

か
ら

い
ろ

い
ろ
發
表
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
ま
と
ま

つ
た
も
の
と
し

て
は

、
ー

　

立日
継木
墨
・校

出

版

の
筮
串曲

笙
小

　

奉

秋

瓧
円版

、

山世
田
介
・膏
樂

ム
ェ
集

中

の
日
本

鵡
円
樂

の
部

な

ど
で

あ
ら

う
9

外

國

の
作

曲

家

が
日

本

の

メ

ロ
デ

ィ
と

し

て
使

つ
て
ゐ

る

の
は
、

た

い
て

い
三
味

線

の
音

樂

で
、

た

と

へ
ば

プ

チ

ニ
の

『
蝶

々
夫

人
』

の
や
う

な

も

の
で

あ
惹

。

私
共

に

は
珍

ら

し
く

聞

え

る
。

　
　
　
箜

篇

現
在
の
口
本
皆
樂
の
有
樣

、
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
九



　
　
　

日

本

音

樂

　

　
.

,

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
〇

小
幡

重

一
博

士
が
、・・
ク
切

フ
ォ
ン
と
オ
ス
チ

・
グ
ラ

フ
を
利
用

し
て
三
昧

線
を
物

理
的

に
細

か
く
研
究
し
た
夊
獻

が
あ
る
。
數
多

い
三
味
線

の
丈
獻

中
で

の
特
色

の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
三
・味
∴線
の

い
ろ

い
ろ
な
性
質

は
よ
く
わ
か
る
。

三
味
線

の
音
階
な

ど
圏に
つ

い
て
は
、

こ
れ
ま

で
澤
山

の
論
文

が
書

か
れ

て
ゐ
る
。
古

い
も
の
で
は

　
上
原
六
四
郎
著
、
俗
樂
旋
律

考
.

は
こ
の
事

に
詳

し
い
。
そ

の
外
前
逑

の
日
本
普
樂
研
究

の
書

に
は
み
な
詳

し
く
書

い
て
あ
る
。

三
味

線
の
音
階

は
牛
昔
を
持

つ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し

私
共
が
普
遖
デ

ィ
ア
ト

ニ
ヅ
シ

ュ
と
嘗

つ
て
ゐ
る
七
音
音
階

の
形
と
は
違

ふ
。

や
は
吻
三
味
∴線

特
殊
な
も

の
で
あ
る
。

こ
の
音
階
は
今

口

の
西
洋
樂
器

の
俘
奏

の
流
行
小
瞶

に
應

用
せ
ら
れ

て
大

い
に
效
果
を

あ
げ

て
ゐ
る
。

三
味

線
で
は
熟
練
ナ
れ
ば
多
少

の
強
弱
、
帥
ち

P
と
f

ど

の
變
化

が
撥
加
減
で
嵩
來
る
ら
し

い
。
ま
た
撥

で
皮

を
叩
け
ば
そ
れ
か
ら
難
音

が
出

る
。
.

ζ
れ
が
音

の
P
.と
f
と

の
感

じ
に
役
立

つ
ら
し

い
。

P
と
f

ξ
が
.陛
別
出

來
る

の
は
、

よ
ほ
ど
膏
樂
的

に
效
果
あ
あ

る
樂
器

で
あ
る
つ
三
味
線
も
新

し
く
考

へ
な

ほ
せ
ば
、
或

は
新

し

い
、

お
も
し
ろ

い
音
樂
が
出
來
る
か
も
し
れ
な

い
。



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

タ

,第

二
篇

　

日
本

音
樂

史

に

つ

い

て
ー
i

日
本
音
樂
史
と

い
ふ
も
の
は
可
能
で
あ
る
か
。

　
日
本

の
音
樂
に
つ
い
て
興
味
を
持
つ
人
は
、
誰
も

一
度
は
日
本
音
樂
史
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
考

へ
て
み
る
で
あ
パb
う
。
特
に
日
本
文

學
は
過
去
千
年
闇
相
當
に
大
き
な
歴
史
を
作
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
口
本
文
學
の
參
考
と
し
て
音
樂
を
語
る
な
ら
ば
、
過
去

の
音
樂
史
こ
そ
は

こ
の
册
子
の
中
の

一
番
大
き
な
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
私

は
そ
れ
に
つ
い
て
一
つ
の
聞
題
を
提
出
し
て
み
る
。
ー
ー

日
本
音
樂
史
と
い
ふ
も
の
は
果
し
て
本
常
に
可
能
で
あ
る
か
。
も
し
可
能

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
意
味
で
可
能
で
あ
る
か
。

・
言

ふ
ま

で
も

な

く

、

正

し

い
意

味

で

の

a
本

普
樂

史

と

い
ふ

こ
乏

は
あ

り

得

な

い
。

日

本
習

樂

史

と

い

ふ
こ
と

は

、

正

し

い
意

味

で
は

全

く

不

可

能

で
あ

る
。

　

こ

丶
に
は

日
本

の
普

樂

の

一
つ

一
つ

に

つ

い

て
そ

れ

を
述

べ

て
ゐ

る
暇

は

な

い
。

た

守
そ

の
事

の
大

禮

を
述

べ

て
み

る

だ
け

で
あ

る
。

　
日
本
の
音
樂

の
歴
史
は
普
通
雅
樂
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
宮
廷
音
樂
を
以
つ
て
初
ま
る
べ
き
は
す
で
あ
る
。
從
つ
て
日
本
音
樂
の
歴
史
が
可

能
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
つ
雅
樂
の
歴
史
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
全
く
不
可
能
た
事
で
あ
る
。
雅
…樂
に
は
歴
史

と
い
ふ
も
の
は
成
立
し
な
い
。
昔
の
雅
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
事
は
今
の
私
共
に
は
全
然
わ
か
ら
な
い
。

.今
雅
樂
と
い
ふ
も
の
は
宮
廷
樂
人
の
間
に
演
奏
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
の
雅
樂
は
ー,しん
な
も
の
で
あ
る
か
は
誰
に
も
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し

　
　
　
　
　

"第
二
篇
　
日
本
普
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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三
二

今
か
ら
七
、
八
十
年
萌
に
ど
ん
な
雅
樂
が
演
奏
さ
れ
た
か
と
い
ふ
事
に
な
る
と
、
そ
れ
は
よ
ほ
ど
ぼ
ん
や
り
し
て
來
る
。
そ
れ
は
七
、
八

十
年
前
に
そ
の
雅
樂
を
演
奏
し
た
人
の
大
部
分
は
故
人
と
な
つ
て
、
そ
の
當
時
の
雅
樂
が
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
つ
た
か
は
誰
に
も
具
軆
的

に
聞

く
事
が
出
來
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
五
百
年
前
、
千
年
前
に
雅
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
事
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
私

共
に
は
絶
對
に
わ
か
ら
な
い
事
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
方
法
は

一
つ
も
な
い
。
そ
し
て
昔
の
事
が
全
然
わ
か
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
歴
史

が
成
立
す
る
餘
地
も
全
然
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
普
樂
は
演
奏
す
れ
ば
そ

の
場
で
淌
え
て
し
ま
つ
て
あ
と
に
何
も
殘
ら
な
い
。
繪
や
彫
刻
の
や
う
に
、
作
品
そ
の
も
の
が
後
世
ま
で
の
こ

る
と
い
ふ
の
と
は
全
く
樣
子
が
違
ふ
。
そ
れ
で
音
樂

で
は
昔

の
音
樂
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
う
と
思

へ
ば
、
第

二
義

的
に
そ
の
音
樂
を
記
述
し
た
も

の
に
よ
る
よ
り
外
に
仕
方
な
い
。
そ
れ
が
樂
譜
で
あ
る
。

　
昔
か
ら
の
音
樂
が
樂
譜

に
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
西
洋
普
樂
史
が
成
立
す
る
根
本
の
條
件
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
で

も
同

じ
事
で
あ
る
。
も
し
樂
譜

が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
音
樂
そ
の
も
の
Σ
歴
史
は
絶
對
に
成
立
す
る
餘
地
は
な

い
。
そ
れ
で
日
本

の
音
樂
史
が
出
來
る
か
出
來
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
た

f

一
に
樂
譜
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
に
か
玉
つ
て
ゐ
る
。

　
そ
し
て
日
本
に
は
本
雷
に
樂
譜
と
言
は
れ
る
や
う
な
樂
譜
は
な
い
。
從
つ
て
日
本
で
は
音
樂

の
歴
史
は
決
し
て
成
立
し
な
い
。

　
日
本
の
晋
樂
の
中
で
ま
つ
樂
譜
ら
し
い
樂
譜
と
い
へ
ば
雅
樂

の
樂
譜
で
あ
る
。
も
し
雅
樂

の
樂
譜
が
樂
譜
と
し
て
用

に
立
た
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
全
く
樂
譜
と
し
て
の
價
値
は
た
い
.

　
私

は
ま
つ
雅
樂
の
譜
が
ど
ん
な
も
の
か
を
諸
君
に
お
話
し
て
見
る
。
さ
う
し
た
ら
、
そ
れ
か
ら
或
る
音
樂
を
想
像
す

る
こ
と
が
ど
ん
な

に
困
難
か
、
そ
れ
が
諸
君
に
よ
く
わ
か
る
で
あ
あ
う
と
思
ふ
。

し



儲

第

一　

雅

樂

　
雅
樂
「の
樂
譜
は
日
本
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
樂
譜
の
中
で
、
確
に
最
も
完
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
昔

の
雅
樂
の
樣
子
を

想
像

し
、
ま
た
雅
樂
の
本
當
の
樂
譜
を
作
ら
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
次
の
や
う
な
困
難
が
あ
る
。
そ
し
℃
そ
の
困
難
を
征
服
す
る
方
法

は
ま
つ
當
分
は
見
當
ら
な
い
。

　

一
、
雅
樂

の
譜
そ
の
も
の
が
音
樂
史
の
材
料
と
な
る
ほ
ど
に
十
分
に
今
日
ま
で
殘
つ
て
ゐ
な
い
。

　
雅
樂
の
最
初
の
全
盛
期
は
亭
安
朝
で
あ
つ
た
。
し
か
し
不
安
朝
、
或
は
鎌
倉
初
期
頃
ま
で
に
書
か
れ
た
樂
譜
で
、
今

日
私
共
に
知
ら
れ

て
ゐ
る
も
の
は
極
め
て
少
數
で
あ
る
。
そ
の
全
禮
を
集
め
て
見
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
到
底
雅
樂
の

一
曲
の
パ
ル
チ
ッ
ー
ル
も
作
る
こ
と

は
出
來
な
い
。
雅
樂

の
有
様
を
昔
の
譜
か
ら
想
像
し
、
脅
樂
史
に
記
述
す
る
た
め
に
は
、
私
共
は
ま
だ
ま
だ
澤
山
な
昔

の
譜
を
見
出
さ
な

く

て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
何
時
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る
か
、
ま
た
本
當
に
そ
ん
な
も
の
が
日
本

の
ど
こ
か
に
ま
だ
殘

つ
て
ゐ
る
か
、
今
日
の

有
樣

で
は
何
と
も
言
は
れ
な
い
。

　

二
、
よ
し
雅
樂
の
譜
が
十
分
に
そ
ろ
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
讀
み
さ
へ
す
れ
ば
、
昔
の
雅
樂

の
パ
ル
チ
ッ
}
ル
を
作
る
ご
と
が
出
來
る
と

し
て
も
、
次
に
は
そ
れ
を
讀
む
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

　
雅
樂
の
譜
に
つ
い
て
は
私
共
が
そ
れ
を
讀
む
方
法
は

一
つ
も
な
い
。
雅
樂
の
譜
は
讀
め
な
い
譜

で
あ
る
。

　
雅
樂
の
樂
譜
は
、
日
本
に
あ
る
諸
種
の
樂
譜

の
中
で
は
、
確
に
最
も
完
備
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
或
る
音
樂
を
誤
な

し
に
、

一
義
的
に
記
述
し
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
。
雅
樂

の
譜
か
ら
は
そ
の
普
樂
を
想
像
す
る
こ
と
は
甚
だ
危
險
で
あ
る
。

　
私

は
次
に
實
例
を
あ
げ
て
見
る
。

　
　
　
　
　

第
二
篇
　
日
本
昏
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三
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本

音

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

三
四

　
　
　
の
　
正
倉
院
の
琵
琶
の
譜

　
　
　
(

　

現
存
す
る
樂
譜
の
中
で

一
番
古
い
も

の
は
、
恐
ら
く
正
倉
院
に
あ
る

『
香
假
調
琵
琶
譜
』
の
斷
片
で
あ
ら
う
。
そ
れ

は
天
不
年
中
の
も

の
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
こ
の
斷
片
が
樂
譜
で
あ
る
と
い
ふ
だ
け
の
事
で
、
そ
れ
以
上
ど
う
に
も
し
か
た
、な
い
。
ま
つ
香
假

調

と
い
ふ
調
子
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に

一
番
近
い
年
代
に
出
來
た
琵
琶

の
本
は
藤
原
師
長
の

『
三
五
要
録
』
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
は

香
假
調
と
い
ふ
調
子
の
合
せ
方
は
書

い
て
な
い
。
絃
樂
器
で
調
子
の
合
せ
方
さ

へ
も
わ
か
ら
な
い
な
ら
、
そ
の
譜
は
ど
ん
な
に
し
て
も
讀

め
る
わ
け
が
な
い
。
こ
の
譜

の
符
號
は
今
私
共
に
と
つ
て
は
た
貸

一
種
の
模
樣

の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
璽
珍
ら
し

い
も
の
だ
と
言
つ

て
眺
め
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
Q

　
　
　
◎

　
博
雅
め
笛
譜
な
ど

　
　
　
(

　

こ
の
次
に
來
る
も
の
は
、
そ
し
て
樂
譜
と
し
て
ま
と
ま
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
笛
の
譜
で
あ
ら
う
。
康
保

の
年
號
の
見
え
て
ゐ

る
笛
の
譜

『博
雅
笛
譜
』
が
あ
る
。
そ
の
外
嘉
保
や
承
徳
な
ど
の
年
號
の
あ
る
留
の
譜
も
あ
る
。
ま
た
降
つ
て
は
永
仁

の
年
號
の
見
え
て

ゐ
る
の
も
あ
る
。
樂
譜
の
う
ち
で
は
、
正
倉
院
の
琵
琶
の
譜
を
の
ぞ
い
て
は
、
雷
の
譜
は
か
な
り
古
い
も
の
が
殘

つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
そ

し

て
こ
れ
は
或
る
程
度
に
は
讀
む
事
が
出
來
る
。
少
く
と
も
そ
の
晋
樂
の
メ
ロ
デ

ィ
の
大
體

の
高
低
ぐ
ら
ゐ
は
想
像

し
て
見
る
こ
と
が
出

來

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
假
定
が
い
る
。
決
し
て
無
條
件
で
讀
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
つ
鱗
そ
の
も
の
は
、
昔
も
今
も
非
常
に
變

つ
て
ゐ
な
い
と
假
定
す
る
。
こ
れ
は
さ
う
假
定
し
て
も
大
し
て
間
違
で
は
あ
る
ま
い
。
實

物

で
年
代
を
考
證
し
、
今
殘
つ
て
ゐ
る
こ
の
笛
が
半
安
朝
の
も
の
で
あ
る
と
斷
定
し
て
い
玉
や
う
な
場
合
は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
、
そ
れ
は

今
俄
か
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
書
物
か
ら
考

へ
て
、
笛
や
箭

の
穴
を
書
き
あ
ら
は
す
符
號
な
ど
に
非
常
な
變
化

の
な
か
つ
た
ら
し
い

事

だ
け
は
わ
か
る
。　
『
徒
然
草
』
に
書
い
て
あ
る
笛
の
穴
の
符
號
も
、
そ
の
音
も
、
今
の
と
大
體
同
じ
で
あ
る
。
ま
た

鰤、三
五
要
録
』
の



中

に

は

、

そ

の
第

二

册
風

香

調

の
と

こ
ろ

に
、

た

Ψ

二
字

だ

け

鱗

の
符

號

が
あ

る
。

そ

し

て
そ

れ

は

今

の
と
同

じ

で
あ

る
。

『
夕

』

が
黄
・

鐘

で
、
『
中

』
が
盤

渉

で
あ

る
。

こ

の
や

う

な
例

が
鱗

の

各

ま
の
穴

に

つ

い

て
見

出

さ

れ

た

い
事

は
甚

だ

遺

憾

で
あ

る

が
、

し

か

し

そ

れ

は

や

む

を

得

な

い
事

で

あ

る
。

し
か

し
以

上

の
事

か

ら
推

し

て
、

昔

の
留

の
穴

の
符

號

は

次

の
や

う

に
讀

む

も

の
だ

ら

う

と
思

は
れ

る
。

そ

の

點

に
は

大

し

て
間
違

は

あ

る

ま

い
。
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六

丁

　

中

夕

⊥

五

干

　

こ
れ

を
鍵

と

し

て
試

み

に
承

徳

二
年

の
年

號

の
見

え

る

『
博

雅

長

竹

譜

』

の
中

の

双
調

曲

『
柳

花

苑
』

の
初

め

の
處

を

飜
譯

し

て
見

る
。

譜

は
次

の
や

う

に
書

い

て
あ

る
。

　
　

・双

調

曲

　

柳

花
苑

　

拍
子
　

ご
+

、有
詠
　
新
樂

　
　

六

リ
々

六

中

丁

由

リ
リ

一

六

干

六

六

由

リ
リ
リ
中

丁

由
リ
リ
リ

マ

:
…

　
　

d
-

d

-

h
1

"
(
榊
¥

c
!

d

-

e
l

d

l

d

l

h

i

c
(
留
)
…

…

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

C
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　C
、

『
由

』

と

あ

る
處

は

恐

ら
く

ト
リ

レ

ル
の
や

う

な

も

の
で

、
『
り
』
と
あ

る
處

は

拍

子

を

長

く

引

く

の
で

あ

ら
う

。

　

か

う

し

て
譜

を
飜

譯

す

る
事

は

全

く
機

械

的
な

仕

事

で
、

こ
れ

を

全
髏

や

れ
ば

、
と

に
か

く

音

の
山咼
低

だ
け

は

譜

に
書

く
事

が
出

來

る
。

そ

し

て
そ

の
音

は

こ

の
音

よ

り
も

割

△
n
に
長

い
音

で

あ

ら

う

、

と

い
ふ

ぐ

ら

ゐ
な

見

當

は

つ
け

ら

れ

る
。

　

し
か

し

そ

れ

だ

け

で

は

、
樂

譜

と

し

て

の
要
素

は
ま

だ
ま

だ

遙

に
足

ら

な

い
。

こ
の
留

譜

か

ら

で
は
或

る
ま

と
ま

つ
た

一
曲

の
音

樂

は

わ
か

ら
な

い
。

　
　

　

㈲

仁

智

要

録

　
　

　

　

　

第

二
篇

　
日
本
音
樂
史
に

つ
い
て
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
る
　

　

　

　

　

　

　

　

三
五
　

　

　

　

.



　
　
　
　
　

日

本

立日

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
六

　

作
奏
或
は
獨
奏
の
樂
器
と
し
て
琵
琶
の
最
古
の
譜
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
以
後

の
も
の
は
、
恐
ら
く

『
三
五
要
録
』
で
あ

ら
ケ
。
箏
で
は
同
じ
師
長
の
著

『
仁
智
要
録
』
で
あ
ら
う
。
こ
の
二
つ
の
譜
は
年
代
は
鎌
倉
初
期
で
ま
だ
雫
安
朝
を
去
る
こ
と
遠

く
な
い

か

ら
、
、音
樂
史
の
材
料
と
し
て
は
甚
だ
重
要
な
も
の
Σ

一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
た
ゴ
或
る
程
度
に
は
讀
む
事
が
出
來
る
・

　

ま
つ
箏
の
譜

『
仁
智
要
録
』
を
讀
ん
で
見
る
。
箏
の
調
子
の
合
せ
方
が
第

一
の
問
題
で
あ
る
。
箏
は
そ
の

=
二
絃

の
調
子
の
合
せ
方
を

知

る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
本
に
書
い
て
あ
る
調
子
は
全
體
で
八
種
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
笛

の
符
號
で
書
い
て
あ

る
か

ら

、

わ

か

る
も

の
も

あ

る
。

例

へ
ば
、

i

　

　

壹

越

調

　

　

　

以

二
合

音

　
艪

汰
　

以
二

合

五

、錨
夕

　

　

　

　

　

　

　

　

げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

と

い
ふ
や

う

に
書

い

て
あ

る
場
合

に

は
、

私

共

は
壹

越

調

で
は
箏

の
第

二
絃

は
"

で
、

第

瓦
絃

は

a
で

あ

る
と

思

ふ

。
そ

の

や
う

に
し

て

八

種

の
調

子

を
飜

譯

し

て
見

る
事

は

出

來
る

。

　

こ

の
う

ち

で
黄

鐘

調

は

文
章

が
不

十
分

で
わ

か

ら

な

い
。
(
校

合

し

て

わ
か

れ

ば
後

で
補

足
す

る
。
)

　

ま

た

卒

調

の
第

一

一
絃

、
太

食

調

の
第

六

、
第

一

一
絃

、

水
調

の
第

六

、

第

七
ド

第

一

一
、
第

一
二
絃

、
盤

渉

調

の
第

}

一
絃

は
笛

の

符

號

で
は

『
丁

』

で

あ

る
。

こ
れ

は
ど

ん

な

音

で
あ

る

か

明
暸

に

は

わ
か

ら

な

い
。

そ

の
部

分

は
譯

す

こ
と

は
出

來
・な

い
。

　

こ

の

『
丁

』

は

宮

商
角

と

い
ふ

や
う

な

別

の
名

か

ら

推

せ

ば

わ
か

る
、

と

は

誰

も

恐

ら

く

一
度

は
考

へ
る
で

あ

ら
う

。

し

か

し
そ

ん
な

こ
と

は
出

來

な

い
。

昔

そ

の
も

の
が

わ

か

ら

な

い
以

上

、
宮

商

角

な

ど

の
七

聲

か

ら

は
何

事

も

わ
か

る

道

理

が
な

い
。

箭

の
穴

の
符

號

は

僅

に

七
種

で

あ

る
。

ク

ロ

マ
テ

ィ
シ

ュ
に
音

が

竝

ん

で
ゐ

な

い
か

ら

、
完

全

に
移

調

が

出

來

る
は
す

が
な

い
・

そ

し

て
萱

越

調

や
壹

越

性

調

で

は
d

-

e
!

揖

ー

を

宮

商

角

と

よ

ん

で

ゐ

る
。

し
か

し

李

調

や

太
食

調

で

は

e
…

瑠

i

9
逢

宮
商

角

と

よ
ん

で

ゐ

る

。
そ

し

て
そ

の
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四 調 一
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_●　 一』ト

ド ー.一 一　 一
i水 　　 調

盤 渉 調

第

二
篇
　
日
本
音
樂

史
に

っ
い
て 間

に
は
何
の
匿
別
も
つ
け
て
ゐ
な
い
。
甚
だ
不
正
確
な
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
を
推
量
す
る
基

礎
と
す
る
に
足
り
な
い
。
宮
商
角
と
い
ふ
や
う
な
五
聲
か
ら
は
、
音
の
本
當

の
高
さ
は
推
量
出
來

な
い
。

　
と
も
か
く
も
、
そ
の
や
う
に
し
て
、
こ
の
本
の
箏

の
調
子
八
種
を
書
い
て
み
る
と
、
上
の
や
う

に
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
調
子
の
表
で
す
ぐ

『
仁
智
要
録
』
の
譜
は
譯
さ
れ
な
い
。
當
時
の
箏
の
技
術
が
わ

か
ら
な
い
と
、
ど
ん
な
音
で
あ
る
か
想
像
が
つ
か
な

い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
卷

末
に
は
多
少
技
術

に
つ
い
て
書

い
て
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
符
號
も
多
少
論
明
し
て
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
く
ら

ゐ
で
は
音
樂
ぽ

わ
か
ら
な
い
。
例

へ
ば
次
の
譜
か
ら
よ
し
絃
の
高
さ
だ
け
は
わ
か
る
と
假
定
し
て

も
、
私
共
は
ど
ん
な
音
樂
を
考

へ
た
ら
よ
か
ら
う
か
。

　
　
盤
渉
調

絃
合

　
囲
潤
八
・　
八
五
五
　
八
丁
一　

七
五
五
七

一
六

五

六
六
丁
　
八
火
七
コ
六
七
　
八
・
…
…

　

『
源
氏
物
語
』
で
こ
れ
と
い
ふ
曲
目
を
書
か
す
に
、
た
穿
調
を
彈
く
、
或
は
吹
く
な
ど
と
い
ふ

…場
合
は
恐
ら
く
こ
ん
な
や
う
な
も
の
を
演
奏
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
今
日
か
ら
は
こ
れ
を
ど
う
に

も
飜
譯
し
か
た
が
な
い
。
強
ひ
て
譯
し
て
見
て
も
、
た
Ψ
調
子
の
表
の
中
の
音
を
前
後
し
て
あ
れ

こ
れ
と
書
き
拔
く
だ
け

の
事
に
終
る
。
あ
ま
り
意
味
の
な
い
仕
事
で
あ
る
。

　
ま
た
試
み
に
催
馬
樂

の
拌
奏

の
と
こ
ろ
を
み
て
も
、
ま
つ
第

一
に
そ
れ
が
早
が
ぎ
か
殻
が
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
'



　
　
　
　
　

日
　
本
　
一膏
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
八

が
わ
か
ら
な
い

何
も
書
い
て
な
い
・
昔

の
形
が
叢

ら
な
い
か
ら
・
ど
う
に
も
懇

し
や
う
が
な
い
・
廴

左
手

の
技
巧
が
書
い
て
あ

る
が
ー
…

絃
を
綏
め
て
音
を
下
げ
る
ら
し
い
も
の
や
、
絃
を
押
し
て
音
を
上
げ
る
ら
し
い
も
の
や
・
或
は
短
い
ト
リ

レ
ル
ら
し
い
も
の
や
・

i

ー
こ
の
や
う
な
技
巧
か
ら
ど
ん
な
昔
が
出
る
か
、
正
確
に
は
飜
譯
出
來
な
い
。
や
は
り
結
局
は
た
黛
見
て
ゐ
る
だ
け
の
事
に
終
つ
て
し

ま

ふ
。

　
　
　
ゆ
　
三

五

要

録

　

次
に
私
共
は

『
三
五
要
録
』
の
琵
琶
の
譜
を
考

へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
も
、
も
ち
ろ
ん
箏
と
同
じ
や
う

に
或
る
程
度
に
讀
む

事

は
出
來
る
。

　

ま
つ
絃
の
調
子
の
合
せ
方
を
飜
譯
す
る
。
.

　
調
子

の
合
せ
方
に
明
か
に
二
種
あ
る
。

一
つ
は
支
那
の
晋
名
で
書
い
た
も
の
で
、
そ
し
て
名
も
い
か
に
も
支
那
風
で
あ
る
・
例
ぺ
ば

　

十

一
月
黄
鐘
均
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
,　
　

一　

窄　

」
、
.　
　
　

、'　

「　

,　

「、,丶　
　

源
-　

-
」-　

,
冒配
・..-　

、

　
　
散
聲

鰍
灘
癪
驪
伽
,
聯
紘
嬬
灘
繃

と

い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
外
に
ま
だ
次
の

一
一
種
が
あ
る
。

　
　
六
月
林
鐘
均
　
　
正
月
大
簇
均
　
八
月
南
呂
均

　
　
三
月
清
洗
均
　
　
十
月
應
鐘
均
　
五
月
貔
賓
均

　
　
十
二
月
大
呂
均
　
七
14
夷
則
均
　
二
月
夾
鐘
均

　
　
九
月
無
射
均
　
　
四
月
中
呂
均

こ
れ
は
散
聲

の
立日
が
支
那
十
二
律
の
名
で
書
い
て
あ
る
か
ら
、
非
常
に
明
暸
で
あ
る
。

「別
に
飜
譯
に
及
ば
な
い
Q
　

引

…



'

　
し
か
し
こ
れ
は
恐
ら
く
實
用
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
調
子
よ
り
外
に
實
際
の
曲
が
な
い
。
た
ゴ
例

へ
ば
十

一
月
黄
鐘
均
の
と
こ

ろ
に

　
　

一
十
ヒ
ヒ
火
也
也
ヒ
火
也
丁

と
い
ふ
だ
け
の
譜
が
あ
る
。
十
二
月
と
も
み
な
こ
の
や
う
な
譜
は
あ
る
が
、
ど
う
考

へ
て
も
こ
れ
だ
け
で
は
音
樂
に
な
る
ま
い
。
こ
れ
は

た

穿
支
那
の
も
の
を
そ
の
ま
Σ
書
い
た
だ
け
の
事
で
あ
ら
う
。

　
他

の
種
類
の
調
子
は
、
こ
れ
こ
そ
實
用
の
も
の
で
あ
ら
う
。
文
學
の
中
に
も
そ
の
名
が
見
え
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
前
の
と
違
つ
て
非
常
に

讀
み
に
く

い
。
符
の
符
號
を
た
よ
り
に
僅
に
想
像
す
る
だ
け
で
あ
る
。
た
史
幸
に
し
て
琵
琶
の
開
絃
の
符
號
も
、
か
ん

つ
ぼ
の
符
號
も
、

今

の
と
變
つ
て
ゐ
な
い
。
樂
器
そ
の
も
の
も
非
常
に
變
つ
て
ゐ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
琵
琶
の
調
子
を
想
像
す
る
事
は
出
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

…　
　
　
一　
　
　
～　
　
　
・　
　
　
冖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
　
　
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

調

IV　 III
　　　　絃
II　 I

風 香 調

返風香調
L
「
黄 鐘 調

cAae

清

gdAG

aノ e/　 h　 　e

織edA

双edA

夲
9
乙? ?　 ?

gdGGl啄 木 調

(
こ
の
う
ち
の
平
調
と
啄
木
調
は
狸
保
六
年
藤
原
孝
道
の
書
き
入
れ
か
ら
想
像
し
た
も
の
で
あ
る
。
卆
調
は

『
三
五
要
録
』
を
十
分
に
校

合
し
な
け
れ
ば
讀
め
な
い
。
他
日
補
正
す
る
。
)

　
　
　
　
　

簗
ご
篇
　
日
本
普
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　

日

本

晋

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
四
〇

　
こ
れ
で
琵
琶
の
調
子
に
つ
い
て
ぼ
ゴ
想
像
だ
け
は
つ
い
た
が
、
こ
の
調
子
の
表
か
ら
實
際

の
音
樂
が
飜
譯
出
來
る
か
と
い
ふ
事
は
、
そ

れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

　
ま
つ
琵
琶
を
彈
く
技
術
の
わ
か
ら
な
い
事
は
、
箏

の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
ど
ん
な
昔
の
形
に
な
る
か
、
譜
か
ら
で
は
想
像
の
し

か
た

が
な
い
。
た
と

へ
ば

『風
香
調
』
ど
い
ふ
名
は
単
安
朝
の
文
學
に
う
た
は
れ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
當
時
の
名
曲
で
あ

つ
た
で
あ
ら
う
。

そ

し
て
こ
の
譜
か
ら
大
…體
の
樣
子
は
わ
か
ら
な
い
事
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
正
確
に
飜
譯
出
來
る
程
度
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　

風
香
調

撥
合

　
　
　
乙
ク
乙
ク
火
乙
ク
引
丁
　
乙
ク
乙
下
乙
乙
火
ヒ
ヒ
ヒ
…
…

こ
の
文
字
に
あ
た
る
音
を
調
子
の
表
に
あ
は
ぜ
て
書
き
拔
く
事
は
出
來
る
。
し
か
し
音
の
長
短
な
ど
は
少
し
も
わ
か
ら
な
い
。
小
さ
く
書

い
た
文
字
の
技
術
も
わ
か
ら
な
い
。
今
の
譜
の
と
ほ
り
に
し
て
い
Σ
か
、
ど
う
か
、
何
の
據
處
も
な
い
。

こ
ん
な
飜
譯

の
譜
が
名
曲

『
風

香
調
』
の
面
影
を
寫
し
て
ゐ
る
と
は
、
恐
ら
く
誰
も
思
ふ
ま
い
。

　
ま
た
箏
の
場
合
と
同
じ
や
う
に
、
試
み
に
催
馬
樂
の
拌
奏
を
見
る
と
す
る
。
こ
れ
に
は
調
子
が
書
い
て
あ
る
。
黄
鐘
調
で
あ
る
。
そ
れ

で
音
だ
け
は
全
部
完
全
に
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
何
も
わ
か
ら
な
い
の
は

『
風
香
調
』
と
同
じ
事
で
あ
る
。

　
そ

し
て
こ
れ
が
昔
の
譜
か
ら
雅
樂
を
想
像
し
た
と
き
の
う
ち
で
も

一
番
わ
か
り
や
す

い
場
合
で
あ
る
。
あ
と
は
推
し
て
知
ら
れ
よ
う
。

私

の
知

つ
て
ゐ
る
李
安
朝
、
或
は
鎌
倉

潮
期
頃

ま
で

の
年
號

の
見

え
て
ゐ
る
樂
譜
は
次

の
や
う
な

も
の
で
あ
る
。

東
京
音
樂
學
校

の

『雅
樂
及
び
聲
明
圖
書

展
覽

目
録
』
(
大

正
五
年
、
蒹
常

溝
佐
)

な

ほ
私

は
こ
の
機
會

で
廣
く
江
湖

の
博
識

の
人

々
の
高
教
を
懇

願
す

る
。

　
香
假
調
琵
琶

譜

(
大
日
本
古
丈
書
)
　

　
　

　

天
　
　
罕

そ

し

て

こ
れ

は
左

の

一
書

に

よ

る
。



東
　
遊

博
雅
笛
譜

懷
中
譜

博
雅
長
竹
譜

催
馬
樂
古
譜

　
和
琴
譜

三
五
蠹

β

仁
智
要
箋

　
納
曾
利
祕
曲
譜

朗
詠
要
抄

こ
の
他

に
弘
安
、

ま
た
卒
安
朝

の
も

の
で
は
近
衞
家

の
紳
樂
歌
譜
、

樂

人
多

氏
所
藏

の
樂
譜
に
も
紳
樂
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前

後

か
　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建

久
三
年

ま
で
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建

　

保

　

二
　

年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛

　

喜

　

四
　

年

　
　
　
　
　
　

正
應

の
も

の
二
點
あ

る
。
以
上
は
ま
つ

八
世
紀

の
初
め
か
ら

一
三
世
紀

の
初

め
ま
で
の
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

風
俗
歌
譜
、

五
絃
琴
譜
な
ど
が
あ
る
。
國
寶
で

あ
る
。
玉
絃
琴
譜

は
十
分

に
は
讀

め
な

い
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

風
俗
歌
な
ど

の
譜
で
辮
安
朝

の
年

號

の
書

い
て
あ
る
竜
の
が
あ
る
。
珍

ら
し

い
譜
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
し
て
こ
の
目
録

は
將
來

ま
だ

ま
だ
囀
加
し

て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。

仁 大 天 承 嘉 康 延

㌔ 台 治 徳 保 保 喜
馴 　 　 　 　 　 　 　 　 _

後 一?一 一 ご　 一}鳥'一 一 一 〇

か

ら 年 　 年 年 年 年

笛

の
穴

の
符
號

で
讀

め
な

い
の
は

『
丁
』

で
あ
る
。
甼
調

の
第

一
一
絃
、
太
食
調

の
第
六
絃
、

水
調

の
第
六
、
第

一
一
絃
、
盤
渉
調

の
第

一

あ

る
。

こ
れ
は

『
樂
家
録
』

の
交
句

か
ら
推
す

と
斷
金
畊

に
あ
た
る
。

　

『
横
笥
者

干
孔
下
有

一
孔
而
無
譜
　
　
舊

記
此
孔
丁
字
呼
之
是
大
誤
也
』

し
か
し
こ

の
場
合
は
畊

と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
宮
商
角

の
七
聲
か
ら
言

へ
ば
、

こ
の
音
は
夲
調

と
太
食
調

で
は
朋

に
當
り
、
水
調
で
は
角
、

　

　
　

第

二
篇

　
日
本
音
樂

史
に
つ

い
て
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
四

一

一
絃
で

盤
渉
調



丶

　
　

　

日

本

喬

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

四

二

で
は
商

に
欝

る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

も
し
七
聲

の
位
置
が

一
定

し
た
竜
の
な
ら
ば
、
是

か
ら
推

し
て
こ
の

『
丁
』

は
畊

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
頃

の
七
聲

の
位
營
が
本
嘗

に

一
定

し
て
ゐ
た
か
、

ど
う
か
は
甚
だ
疑

は
し

い
。

い
ろ

い
ろ
な
七
聲
が
書

か
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
こ
の

『
丁
』

の

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

"

普

が
七
聲
・
の
上
で
は
、
朋
や
角

や
商

の
や
う
な
前

の
普

と
完

全
二
度

の
音
程

に
な

る
昔

に
當

る
か
ら
、
そ
れ
は
前

の
音

の
h

に
對
し
て
砿
で
あ
る
と

は
私
は
斷
言

し
な

い
。

こ
の
や
う
な
點
は
恐

ら
く
當
時
は
甚
だ
瞹
昧
で
あ

つ
た
で
あ
ら
う
と
患
ふ
。

『
仁
智
要
録
』

の
或

る
種

の
寫
本

に
は
、

こ
の
事

に
つ
い
て
恐

ら
く
後
人

の
書
き
入
れ
だ
と
思

は
れ

る
も
の
が
附
録

に
な

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
箏

の

絃

の
番
號

を
　害
き
、
そ

の
側
…に
壹
越
斷
∵金
と

い
ふ
や
う
な
日
本

風

ρ
音
名

と
七
聲
・が
・書

い
て
あ
る
。

そ
れ
は
次

の
や
う
な
も

の
で
あ
る
。

∂

水 盤 双 夲

調 渉 調 調

黄 盤 壹 盤 一

ZF壹ZF夲 二

下 下 双 双 三-

黄 黄 黄 黄 四

盤　盤　盤　盤　 五

　 嵐 嵩 禽 」周上
　 _鮎 丿亀 」己.ノ 丶

ZF牢:李 七 ・

下 下 双 下 八

黄 黄 黄 黄 九

盤 盤 盤 盤 十

上 　　祠1　i萱…　示申　3ト

爲

下 下 双 下 巾

こ
れ

に

よ

る

と

『
丁

』

は

夲

調

と
盤

渉

調

で

は

G
で
あ

り

、

水
調

で

は

哄

で

あ

る
。

こ
れ

が

何

に

よ

つ
た

も

の
で

あ

る

か

わ

か

ら

な

い

が
、

ま

つ

『
丁
』

の
音

は

G
か
或

は
礁

と

思

ふ

よ

り
一外

に
途

は

あ

る
ま

い
。

そ

し

て

そ
れ
.は

今

の
笛

の
譜

と
似

て

ゐ
る

。
前

に
引

用

し

た

『
樂

家

録

』

の
言
葉

も
參
紹
…
に
な

る
Q

最

後

に

『博

雅

長

竹

譜
』

の
記

述

も
、

こ

の
事

に

つ

い
て

の
參

考

に

な

る
。

　
案

譜

法
。

穴

名

干

五
⊥

夕

六

丁

口
。

從

下

方

計

至

上

方

。

但

六

夕

一
度

開

吹

爲

丁

穴

。

…

…

叉

干
之

下

穴

名

日

之
。

穴

合

用

干

穴
。

…
…

こ

れ

か

ら
考

へ
て
も

『
丁
』

は

c
か
或

は
碓

で

あ

る
。
鴫

で

あ

る

こ
と

は
な

い
。

こ

の
當

時

の
穴

の
等

號

が

師

長

の
と
き

に
も

用

・49
ら
れ

た

と

考

へ

9

●



箜 易/・ 香 く 音 し 器

　
　

　

一

　
　

　
絃

　
　

　
開

そ

し
て
樂

今

一
例
と

　
以

一
合

　
以
⊥
合

　
私
案
風

律
下
歟

こ
の
七
聲

位
置
は
あ
て
に
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
と

に
か
く

一
Z
⊥

や
工
八
な
ど
が
同
℃
普

で
あ
る
と

い
ふ
事

は
わ

か
る
。
そ
れ
で
第

一
、

匪
桶
　
日
本
音
樂
皮
に

つ
い
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
四
三
、

第

二
、

硫

柱
硬

柱

-
　

三

-
　

四

　

　

第

　

　

策

の
な

い
限

り
、

そ

の
普

程

は

、
開

絃

と
第
二

柱

と

の
旧
門
が

二
度

で

、

あ
と

は

ま
つ

大

體

牛

一晋
で

あ

る
。
、

⇔
。

風
香

調

の
と

こ

ろ

に
は

次

の
や

う

に
書

い
て
あ

る
。

以
⊥

合

ク

以
ク
合

乙

工

八
爲

商

、

凡

L

}
鶯

角

、
斗

下

也

爲

變

徴

、

乙

ク
爲

徴
、

七
爲

羽

ヒ
爲

變
宮

。
案

相

生
法
角

變

宮

變

徴

、

三
聲

一

工

…
凡

}

疲

柱
～
縦
柱
～
助

　

　

　

ノ

　　　　　　　ノ

コ

　

　

一

-
　

ご

-

　

　

評
ソ　
　
　
　
距昌

　

　

《列
　
　
　
　《刻

に
非
、常

に
變

化

の
・な

て
風
香

調

を

と

る
。

笛

黄

夕

孔

、

　

　

　

　

　

以

⊥

同
音

　

　

　

　

　

以

ク

翻調
　
一　
フ』
ー
宀暦
厨
・官
目、　
工

{琵
一琶

の
絃

の
肯回
さ

あ

る
。

L
!

}

ク

・ー

乙

ー
ー

i
i

フ

斗

下

十

し

コ

七

ヒ

く

し

z

八

7

ム

也

は

い
ろ

い
ろ

な
條
件

か

ら
定

ま

る
。

そ

し

て
そ

れ

は
箏

よ

り

も
容

易

で

あ

る
。

ま
つ

琵

琶

の
か
ん

つ
ぼ

の
符

號

は
左

の
と

ほ

り

で

て
、も
、

そ

れ

は

決

し

て

不
穩

當

で

は

あ

る

ま

い
。

∬

σ



噛

　

　

　

日

　

本

昔

　

樂

第

三
、

第

四
絃
を

そ
れ

ぞ

れ

島

・
c

・
e

・
a

と
す

る
と

、
完

全

に

こ

の
條

件

に
あ

ふ
。

外

の
調
.子

竜
、

み

な

こ

の

や
う

に

し

て
考

へ
ら
れ

る
。

四
四

履

　
以
上
見
て
來
た
や
う
な
昔
の
樂
譜
が
、
或

る
程
度
に
そ
の
當
時
の
音
樂
を
書
い
て
ゐ
る
と
し
た
ら
、
今
の
雅
樂
は
決
し
て
昔
の
と
ほ
り

で
は
な
い
。
か
な
り
變
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
に
言
ふ
ま
で
も
な
い
事
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
明
暸
に
す

る
た
め
に
例
を
あ

げ

て
お
く
。

　
ま
つ

一
般
に
曲
目
が
違
つ
て
ゐ
る
。
昔
あ
つ
た
曲
で
今
絶
え
た
も
の
は
澤
山
あ
る
。
そ
れ
は
合
奏
の
曲
に
も
あ
る
。
今
普
通
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
る
八
八
曲
の
目
録
を
、
例

へ
ば

『
和
名
類
聚
抄
』
の
曲
目
に
比
べ
て
も
、
或
は

『拾
芥
抄
』
の
曲
目
に
比
べ
て
も
、
皆
多
少
變
つ
て

ゐ
る
。
そ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
、

一
つ

一
つ
例
を
擧
げ
る
に
及
ば
な
い
。

　
ま
た
獨
奏
曲
の
大
部
分
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
昔
の
物
語
に
は
、
琵
琶
を
彈
く
と
か
、
箏
を
彈
く
と
か
、
筑
を
吹
く
と
か
い
ふ
や
う
な

事
が
澤
山
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
今
の
雅
樂
で
は
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
翫
來
な
い
。
今
私
共
は
蝉
丸
の

『流
泉
啄
木
の
曲
』
を
聞
く
事
も
出
來

な
い
し
、
光
源
氏
の

『
廣
陵
』
の
曲
を
聞
く
こ
と
も
出
來
な
い
。

　
昔

の
書
物
に
曲
の
名
が
あ
つ
て
、
今
そ
れ
を
聞
く
こ
と
の
出
來
な
い
も

の
を
數

へ
た
ら
、
か
な
り
の
數
に
な
る
。
そ

の
詳
し
い
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
こ
の
小
篇
の
目
的
で
な
い
。
こ
」
で
は
た

f
曲
目
の
違
つ
て
來
た
事
を
言

へ
ば
そ
れ
で
事
は
足
り
る
。

趣

　
昔

に
す
で
に
そ
の
曲
目
が
見
え
て
ゐ
て
、
そ
し
て
今
日
も
そ
れ
が
演
奏
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
昔
の
も
の
が
そ
の
ま

Σ
變
ら
す
に
博
っ

て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
が
問
題
の
重
點
の

一
つ
で
あ
る
。

⇔



こ
鷲

い
ふ
ま
で
も
な
く
・
昔
の
も
の
が
そ
の
ぞ

鸞

す
に
傳
つ
て
來
た
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
明
か
に
次
の
二
つ
の
場

瓜.↓
鍵

の
も
の
が
す
で
に
違
つ
て
ゐ
る
。
詫

は
現
行
の
馨

の
譜
垂

て
見
盤

-
鴛

で
あ
る
・
そ
し
て
そ
れ
は

各
≧
の
樂

器

に

一
樣

に
あ

る

現
象

で

あ

る
。

こ

Σ
に
は

一
例

と

し

て
箏

を

取

つ

て
見

る
。

驚

樂

量

衣
』
を
例
と
す
れ
ば
・
『
仁
智
纛

』
の
譜
と
霜

違
は
實
に

孟

個
も
あ
る
。
翠

が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
ま
た
彈
き
方
・

が
わ
か
ら
な
い
か
ら
・
書
も
形
も
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
こ
の
曲
を
同
皐

調
で
彈
い
た
と
し
て
も
、
前
の
攣

の
表
で
見
た
や

つ
に
、

ま
つ
調
子
そ
の
も
の
が
業

・
よ
し
そ
の
調
子
も
同
じ
と
し
て
も
、
た
と

へ
ば
第
四
、
五
小
篳

は
唾

の
後
で
今
で
は
筅

絃

a
を
彈

く

が

・
『
仁

智
要

録

』
で
は

第

一
〇
絃

h

を
彈

く

。

こ

の
や

う

な

事

が

到

る

と

こ
ろ

に
出

て
來

る

。

或
は
メ
。
デ

ィ
の
樂
器
と
し
て
簍

と
つ
て
見
る
。
昔
の
譜
の
例
と
し
て

『
博
雅
長
竹
譜
』
を
あ
げ
て
、
.託

を
今
の
譜
と
比
べ
る
な

ら
ば
・
そ
の
龕

が
完
霍

違
つ
て
ゐ
る
.
曲
・
霜

違
は
誉

し
て
、
同
じ
曲
で
も
蝋
陶
は
非
常

に
違

ふ
.
そ
の
違
ひ
劣
の

衝

を
擧

げ

る
。

　

　

黄

鐘
調

。
　

海

青
樂

。

　

長

竹

譜

　

丁

由
干

⊥
由
リ
リ
リ
五

千

々

11
窟

干

丁

…

…
　

　

　

　
　

　

　

　
.

　

今

の
譜

　
丁

由

干
干

五

々
中

夕

⊥
干
五

⊥
五
干

々
五

:
…
.

も

ち

ろ

ん

・

こ
れ

は

同
じ

曲

と

は

思

は

れ

な

い
・

そ

し

て

こ
れ

は

決

し

て

こ

の
曲

に
限

ら
な

い
。
何

↓乞
取

つ

て
み

て
も

さ

.つ
弧
、
あ

る
。

調

子

と
麋

同
じ
で
・
メ
。
デ

ィ
に
こ
ん
な
葵

し
い
相
違

の
あ
る
理
由
は
、
ど
う
も
私
共
に
は
よ
弟

か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
相
違
の

あ

る

事

だ

け

は

明

瞭

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　な　あ　れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匹

訪

　

　

　

　

　

　

第
↓二
地桶

　
日
本

.音
樂

史
'に

つ

い
♂.、

、



滋

　
　
　
　
　

日

本

音

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

・
　

　

　

　
四
六

　

こ
の
や
う
な
相
違
を

各
、
の
樂
器
に
亙
つ
て
、

一
つ

一
つ
拾
ひ
上
げ
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
數
+
ぺ
ー
ヂ
を
要
す
る
。

　

二
、
譜
の
文
字
は
同
じ
で
も
そ
れ
に
封
す
る
技
巧
が
違
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
前
と
同
じ
例
の

『
更
衣
』
を
取

つ
て
見
れ
ば
、
e今

で
は
第
九
や
第
二
九
小
節
で
は
第

一
三
絃
か
ら
第
八
絃
ま
で
を
グ
リ
サ
ン
ド
の
や
う
に
弾
く
。
し
か
し

『
仁
智
要
鋒
』

に
よ
れ
ば
第

一
〇
、

九
、
八
の
三
絃
だ
け
を
グ
リ
サ
ン
ド
で
彈
く
の
が
普
通
ら
し
い
。

　
ま
た
今
で
は
全
然
左
の
手
は
用
ゐ
な
い
が
、
『
仁
智
要
録
』
で
は
確
か
に
そ
れ
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
こ
の
曲
に
し
て
も
第

一
七
小
節
の
第
六

絃
鱒

の
音
は
、
も
し
昔
も
こ
の
昔
を
用
ゐ
た
に
し
て
も
、
恐
ら
く
左
手
で
絃
を
綏
め
て
c
く
ら
ゐ
に
低
く
し
た
ら
し
い
。
そ

の
や
う
な
と

こ
ろ
は
、
こ
の
音

一
つ
に
限
ら
な
い
。
ま
た
左
手
で
絃
を
押
し
て
音
を
高
め
た
場
合
も
あ
る
。
或
は
左
手
で
絃
を
押
し
て
放
し
て
簡
單
な

ト
リ

レ
ル
か

モ
ル
デ

ン
ト
の
や
う
な
も
の
を
作

つ
た
場
合
も
あ
る
ら
し
い
。
今
で
は
全
然
そ
ん
な
事
は
な
い
。
　

、

　
三
、
絃
の
樂
骼
で
は
絃

の
合
せ
方
が
違

つ
て
ゐ
る
。

　
箏

で
は
調
子
の
種
類
が
八
種
あ
る
。
そ
の
名
が
す

で
に
今
の
と
は
違
つ
て
ゐ
る
。
似
た
も
の
と
し
て
は
壹
越
性
調
が
今
の
壹
越
調
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
双
調
も
今
の
双
調
と
苦
だ
け
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
は
違
ふ
。
あ
と
の
調
子
で
は
、
音
に
牛
音
の
相

違
さ

へ
も
あ
る
。

　
琵
琶
の
調
子
は
箏

の
調
子
よ
り
も
今
の
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。
風
香
調
は
今
の
黄
鐘
調
で
あ
る
。
返
風
香
調
は
今
の
双
調
で
あ
る
。
黄
鐘

調
は
今
の
手
調
、
或
は
太
食
調
で
あ
る
。
双
調
は
今
の
壹
越
調
で
あ
る
。
そ
し
て
清
調
や
李
調
や
啄
木
調
に
あ
た
る
も

の
は
今
は
な
い
や

う
で
あ
る
。
ま
た
今
の
盤
渉
調
に
あ
た
る
も
の
は

『
三
五
要
録
』
の
中
に
は
な
い
ら
し
い
。

　
と
に
か
く
絃

の
樂
器
は
調
子
の
合

せ
か
た
に
し
て
も
、
昔
と
今
で
は
す
で
に
こ
の
や
う
な
相
違
が
あ
る
。

　
こ
の
小
篇
は
音
樂
史
で
な
い
か
ら
、

一
つ

一
つ
の
場
合
を
記
述
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
以
上
あ
げ
た

の
は
た

や
一
例
で
あ
る
。
し
か
し



サ

こ

の
や
う
た
事
が

各
圭
の
樂
器
に
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
今
の
雅
樂
が
昔
の
雅
樂

の
ま

x
を
傳

へ
て
ゐ
な
い
事
は
明
瞭

で
あ
る
。
長
い
年

月

の
聞
に
、
昔
樂
の
面
影
は
變

つ
て
來
た
と
思
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　

`

O

　

こ
の
事
は
、
日
本
音
樂
史
は
可
能
か
と
い
ふ
問
題
の
上
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
。
明
か
に
普
樂
は
變
つ
た
事
が
わ
か
つ
て
ゐ
る

の
に
、
何
か
わ
か
ら
な
い
事
が
出
て
來
・た
時
、
も
し
音
樂
は
變
つ
て
ゐ
な
い
と
假
定
し
た
ら
、
と
い
ふ
や
う
な
事
を

い
ふ
の
は
非
常
に
危

險

だ
と
誰
も
思
ふ
で
あ
ら
う
。
た
と

へ
ば

『
更
衣
』
は
律
と
い
ふ
事
が
書
い
て
あ
る
だ
け
で
、
何
の
調
子
で
彈
い
た
か
わ
か
ら
な
い
し
、

ま
た
そ
の
彈
き
方
も
早
が
き
か
、
静
が
き
か
わ
か
ら
な
い
と
い
ふ
時
に
、
私
共
に
は
昔
も
今
の
や
う
に
多
分

『
更
衣
』
は
不
調
で
早
が
き

で
あ
つ
た
ら
う
、
と
は
考

へ
に
く

い
。
他
の
い
ろ
い
ろ
の
點
が
違

つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
或
は
調
子
も
違
つ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま

た

彈
き
方
も
違
つ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
考

へ
た
方
が
本
當
ら
し
い
.
第

一
『
仁
智
要
録
』
に
は
彈
き
方
の
匿
別
が
書

い
て
な
い
。

ま
た
早
が
き
、
靜
が
き
と
い
ふ
や
う
な
名
も
見
當
ら
な
い
。
そ
れ
に
今
早
が
き
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
昔
も
早
が
き
で
あ

つ
た
か
ど
う
か
甚

だ
疑
は
し
い
。
と
に
か
く
相
當
の
相
違
は
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.

　

さ
う
な
れ
ば
、
よ
し
昔
の
譜
が
殘
つ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
讀
む
手
が
x
り
は
非
常
に
尠
く
な
つ
て
來
る
。

　
雅
樂
の
譜
は
日
本
の
樂
譜
の
う
ち
で
も

一
番
完
成
し
た
、

一
番
整
頓
し
た
も
の
乂
一
つ
で
あ
る
。
あ
と
の
謠
曲
の
譜

に
し
て
も
、
三
味

線
や
箏
の
譜
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
整
頓
し
て
ゐ
る
と
は
言
は
れ
な
い
。
も
し
雅
樂
の
譜
で
も
讀
め
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
と
の
も
の

は
そ
れ
よ
り
も
な
ほ
讀
み
に
く
い
と
思
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
雅
樂

の
譜
で
は
、
も
し
書
か
う
と
思

へ
ば
音
の
高
さ
だ
け
は
書
か
れ
て
い
Σ
わ
け
で
あ
る
。
雅
樂
に
は
+
二
律
と

い
ふ
音
の
系
統
が
あ

　
　
　
　
　

第
二
篇
　
日[本
音
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
七



轡

　
　
　
　
　

日

本

音

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

四
八

る
。
馬
一
つ

一
つ
の
音
が
十
二
律
の
何
に
當
る
か
を
書
け
ば
そ
れ
で
い
Σ
。
し
か
し
そ
れ
さ

へ
も
完
全
に
出
來
て
ゐ
な

い
。
殊
に
大
切
な
メ

ロ
デ

ィ
の
樂
器
の
笛
や
篳
篥
の
譜
が
穴
の
符
號
で
書
か
れ
て
ゐ
る
事
は
、
雅
樂
の
譜
と
し
て
は
甚
だ
し
い
手
落
ち
で
あ
る
。
儒
類
は
ほ
と

ん
ど
絃
類
と
同
じ
に
、
吹
か
う
と
思
ひ
さ

へ
す
れ
ば
ク
ロ
マ
テ
ィ
シ
ュ
に
吹
く
事
も
出
來
る
。
穴
の
名
を
書

い
た
の
で
は
音
は
決
し
て
き

ま
ら
な
い
。
ま
た
箏
や
琵
琶
の
譜
が
正
し
く
音

の
形
を
書
い
て
ゐ
な
い
事
も
前
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
メ
ロ
デ

ィ
の
樂
器
で
高
さ
の
讀

め

る
啗
の
は
た

穿
笙
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
不
安
朝
頃
の
笙
の
譜
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
遺
憾
な
が
ら
私
共
は
ま
だ
見
た
事
が
な
い
。

　
高
さ
は
書
の
た
穿
一
つ
の
性
質
で
、
そ
の
外
に
も

一
つ
重
要
な
性
質
に
長
ざ
が
あ
る
。
こ
れ
は
雅
樂
の
譜
で
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
ゐ

な

い
。
箏
や
琵
琶
の
譜
の
讀
め
な
い
の
は
こ
の
長
.さ
が
わ
か
ら
な
い
事
が
圭
な
原
因
の

一
つ
で
あ
る
。

　
音
を
正
し
く
書
き
あ
ら
は
す
と
い
ふ
事
は
、
決
し
て
容
易
な
仕
事
で
は
な
い
。
ま
つ
そ
の
晋
の
高
さ
を
知
ら
な
ぐ

て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ

に
は
基
礎
に
な
る
昔
の
系
統
ー

雅
樂
で
は
十
二
律
i
ー

を
よ
く
知
つ
て
ゐ
て
、
今
聞
い
た
音
が
こ
の
十
二
律
の
ど
れ

に
相
當
す
る
か
を

正
し
く
判
斷
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
よ
り
外
に
は
音
を
書
き
あ
ら
は
す
方
法
は
な
い
。
昔
の
雅
樂
の
譜
の
不
完
全
な
の
は
、
基
礎
に

な
る
十
二
律
が
實
際
上
十
分
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
事
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。
或
は
逆
に
、
か
く
も
不
完
全
た
譜

が
殘
つ
て
ゐ
る
事

か
ら
推
し
て
、
昔
は
十
二
律
と
い
ふ
事
は
紙
の
上
で
は
考

へ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
實
際
上
十
分
に
用
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
も
思
は

れ
る
。
そ
し
て
高
さ
が
そ
の
や
う
な
歌
態
で
あ
る
時
に
、
ひ
と
り
長
さ
だ
け
が
、
或

る
單
位
の
何
倍
の
長
さ
と
い
ふ
や

う
に
正
確
に
書
き

あ
ら
は
さ
れ
る
は
す
は
な
い
。
す

べ
て
昔
は
音
が
ま
だ
明
確
に
意
識
さ
れ
な
か

つ
た
と
い
ふ
事
に
鯑
着
す
る
。

　
演
奏
上
の
心
覺
え
と
樂
譜
と
は
物
が
違
ふ
。
演
奏
上
の
心
覺
え
な
ら
、
ま
つ
別
な
方
法
で
音
樂
を
知

つ
て
ゐ
る
人
が
、
聯
想
の
助
け
で

そ

の
晋
樂
を
思
ひ
出
す
だ
け
の
も
の
で
い
x
。
た
穿
ち
よ
つ
と
し
た
聯
想

の
道
其
で
い
玉
。
ほ
ん
の
ち
よ
つ
と
し
た
符
號
で
い
Σ
。
別
に

晋
樂
と
關
係
が
な
く
て
も
、
そ
れ
を
見
れ
ば
曾
て
口
傳

へ
に
習

つ
た
音
樂
を
思
ひ
幽
す
や
う
な
も
の
な
ら
、
山
で
も
川
で
も
犬
で
も
猫
で



も
何

で
も
い
乂
。
し
か
し
樂
譜
と
な
れ
ば
そ
れ
で
は
役
に
立
た
な
い
。
樂
譜
は
そ
れ
だ
け
で
誰
に
も

一
義
的
に
そ
の
普

が
わ
か
る
程
度

に
、

音

の
あ
ら
ゆ
る
性
質
を
記
述
し
た
も
の
で
な
く
て
は
た
ら
ぬ
。
雅
樂
の
樂
譜
は
、
實
は
演
奏
上
の
心
覺
え
の
範
圍
を
ま

だ
多
く
出
て
ゐ
な

い
。
私
共
に
讀
め
な
い
の
は
、
こ
れ
は
當
然
の
事
で
あ
る
。
世
界
中
で

一
番
完
全
な
西
洋
音
樂
の
譜
に
し
て
も
、
ま
だ
完
全
に
音
の
あ
ら

ゆ
る
性
質
を
數
量
的
に
記
述
し
て
ゐ
な
い
。
本
當
は
あ
れ
で
も
ま
だ
完
全
に

一
義
的
に
讀
め
る
譜
と
は
言
は
れ
な
い
っ

　

雅
樂

の
譜
は
心
覺
え
で
あ
る
か
ら
、
晋
樂
を
知
つ
て
ゐ
る
人
が
見
れ
ば
、
そ
れ
で
昔
樂
を

思
ひ
出
す

こ
と
は
出
來

る
。
今
私
共
は
そ
の

逆
を
考

へ
て
ゐ
る
。
心
覺
え
の
符
號
か
ら
逆
に
そ
の
内
容
を
知
ら
う
と
す
る
。
そ
れ
が
昔
の
雅
樂
の
譜
か
ら
雅
樂
そ

の
も
の
を
知
ら
う
と

す

る
仕
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
出
來
る
道
理
は
な
い
。

　

結
局
日
本
音
樂
史
と
い
ふ
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
く
に
足
る
ほ
ど
の
材
料
が
た
い
。
昔
の
事
は
わ
か
ら
な
い
、
ま
た
わ
か
る

や
う
に
す
る
方
法
も
な
い
。

　

今
日
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
音
樂
が
存
在
し
て
ゐ
る
。
そ
の
起
源
は
雅
樂
は
.串
安
朝
、
謡
曲
は
足
利
時
代
、
三
味
線

は
徳
川
時
代
、
と
い

ふ
や
う
に
書
物

の
上
で
は
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
し
か
し
今
あ
る
も

の
を
そ
の
ま
Σ
時
間
的
に
縱
に
竝
べ
て
、
今
の
雅
樂
を
千
年

の
昔
に

持

つ
て
行
き
、
今
の
謡
曲
を
五
百
年
の
昔
に
持
つ
て
行
ぎ
、
今
の
三
味
線
を
二
百
年
の
昔
に
持
つ
て
行
つ
て
、
そ
れ

で
歴
史
だ
と
思
ふ
の

は
、
そ
こ
に
大
き
な
誤
が
あ
る
。
そ
れ
は
證
據
の
な
い
、
た
f

一
つ
の
室
想

の
や
う
な
も

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
先
き
、
何
か
新
し
い
材
料
が
發
見
さ
れ
て
、
も
う
少
し
的
確
に
昔

の
樂
譜
が
讀
め
る
や
う
に
な
る
ま
で
は
、
私
共
に
は
、
日

本
書
樂
史
は
斷
じ
て
不
可
能
で
あ
る
。

　
　

私
は
こ
の
小
篇
で
普
樂
史
そ
の
も
の
を
書
く
っ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
事
で
あ
る
。
こ
の
小
篇
に
は
た
璽
例
と
し
て
音
樂
史
の
材

　
　

料
を
一
っ
二
つ
引
用
し
た
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　

　̀

第
二
篇
　
日
本
普
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九

σ

ゆ



　
　
　

日

本

音

樂

　

　
　

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
〇

た

Ψ
附
記
と
し
て
、
音
樂
史
上
議
論

の
混
雜

し
や
す

い
律

呂
七
聲

の
事

に

つ
い
て
、

こ
の
小
篇

に
引
用

し
た
例
だ
け
を
今

一
度
整
理
し
て
お
く
必
要

は
あ
る
と
患
ふ
。

こ
の
小
篇
に
は
昔

の
樂
譜

の
例
と
し
て

『
博
雅
長
竹
譜
』
と

『
仁
智
要
鎌
』

を
引
用

し
た
。
笛

の
譜

に
は
七
聲

は
書

い
て
な

い
か
ら
問
題

は
な

い
。

問
題
は
あ
と

の
二

つ
で
あ
る
。

師
長

の
こ
の
書

で
は
、
基
礎

に
な
る
音
階

は
明

か
に

『
相
生
法
』

で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
音
階

一
つ
が
基

礎
に
な

つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え

る
。
別

に

律
呂

と
い
ふ
事
に

つ
い
て
は
明
確

に
説
明
し

て
ゐ
な

い
。
相

生
法

は

い
ふ
ま
で
も
な
く
全
然
支
那
樂
論

の
と
ほ
り
で
あ
る
。
冒
葉

を
引
用
す

る
と
次

の
と
ほ
り
で
あ

る
Q

　
假
令
太
簇
爲
宮
者
、
須
莚
賓
爲
角
、
夷

則
爲
變
徴
、
大
呂

爲
變
宮
也

日
本

の
昔
名

で
言

へ
ば
次

の
や
う
に
な

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

壹 越 　 　 　 宮

上 無(3/2)3(3/の2變 宮

示申仙

盤 渉(3/2)皀31挧

鸞 鏡

黄 鐘3/2　 徴

鳧 鐘(312)3(3/の3變 徴

双 調

下 無(3/2)て3/4)2角

勝1斷

夲 調3!23/4商

斷 金

宮壹 越1

こ

の
七
聲

が
完

全

に
そ

ろ

つ
て

ゐ

る
例

も
も

ち

ろ

ん

あ

る
。

そ
れ

は
琵

琶

で

あ

る
。

の
も

あ

る
わ

け

で

あ

る
。

琵

琶

で

こ

の
七
聲

の
通

り

に

か
ん

つ
ぼ

の
當

る

の

は
次

の

二

つ

の
調

子

で

あ

る
。

琵
琶
は
か
ん

つ
ぼ
が
多

い
か
ら
、
そ

の
中
に
は
こ
れ

に
當
る
も



双

-調

黶
　靄

9

堵

e

d

哄

h

a

　

9

d
　
嚇

h
　
a
　
繍

環

e
　
　
d

宮

變宮

豺

徴:

徴　
　
角
　
商

宮

變

-し

か

し
他

の
三

つ
の
調

子

は

こ

の
や
う

に

は
行

か
な

い
。
『
三

五
要

録

』

に

も

そ

の
事

は

よ

く
知

ら
れ

て

ゐ

る
。

『
二
律

下
歟

』

と

い
ふ
言

葉

で

注
意

さ

れ

て

ゐ

る
。

そ

の
三

つ

の
調

子

は
次

の

と

ほ

り
で

あ

る

。

及黄 風

簿 香
調調 調

一

宮 e　　　a

變宮 d　 　g

羽 c惇　 f#

徴 h　 　e

變徴: 劭　 　d

角 g　 　o

商 f#h

宮 e　 　 a

こ
れ
は

つ
ま
り
短
音
階

で
あ
る
。
そ
し
て
ト
リ
ト
ヌ

ス
を
墓
礎
と
し
た
も

の
も
、
同
じ

や
う
に
宮
商
角

と

い
ふ
や
う
な
名

で
稱

ん
で

ゐ
る
と

こ
ろ
に
、

ま
つ
混
雜

を
き
た
す
第

一
の
原
因

が
あ
る
。

こ
の
二
種

の
昔

階

の
違

ひ
が
メ

・
デ

千
の
上

に
あ
ら
は
れ
る
も
の
な

ら
ば
、
そ
れ
は
相
當

に
人

の
注
意

を
ひ
い
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
要
す

る
に
律

呂

の
區
別
で
あ

つ
た
と
も
考

へ
ら
れ

る
。
し
か
し
そ

の
詳

し

い
事
は
わ

か
ら
な

い
。

と
に
か
く
支
那

の
ト
リ
ト

ヌ
ス
の
七
聲

の
外

に
短
音
階

の
や
う

な
七
聲
が
書

か
れ

て
ゐ
る
事

は
確

か
で
あ
る
。
そ
し
て
風
香
調

の
名
が
し
ば
し
ば
文
學

で
う
た
は
れ

て
ゐ
る
事

な
ど
は
、
當
時

の
人

の
趣
好
が

お
ぼ

ろ
げ

な
が

ら
に
竜
、
支

那
風

の
七
聲

よ
り
も
、
む
し
ろ
短
音
階

の
七
聲

の
方

に
あ

つ
た
事
を
物
語

る
竜

の
か
も
知
れ
な

い
。
有
名

な

『
徒
然
草
』

の

律

呂

の
記
事

も
、
或
は

こ
の
や
う
な
事
實

を
さ
し
て
言

つ
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
　
　

第

二
篇
　
日
本
普
樂
史

に

つ
い
て
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

五

一



宮

變宮

徴
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角

商

盤

渉
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a

#f

e

d

瞬?

e

d

c井?

h

a
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塀

宮1回e

一一一
、
　
短

一一∵
度

の

あ

る

七

盤
-

一
太

食

調

陛

宮

徴

角

商

宮

e

c#?

11

9

、拝f

e

二
、

短

三
度

の

あ

る

五
聲
・

水 双

荏越
調 調 調調

㎜9

宮 a 9 d

羽 f惇 e h

徴: e

l

d a

角
}

(琳? h
'
f#

商 h a
「

e

宮
.
a 9 d

　

　

　

日

本

普

樂

箏

の
方

は

、

大

部

分

は

或

る
種

の
ペ

ン
タ

ト

ー

ン
で

あ

る
。

體

で
次

の

三
種

に
分

け

ら

れ

る
Q

一
、

長

三
度

の
あ

る

五
聲

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
五
二

七
聲
が
完
全
に
絃

の
上

に
作

ら
れ
て
ゐ
る
竜

の
は

一
っ
よ
り
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
大

惑



こ

の
う
ち
.盤

渉

調

は
本
當

の
七
畑鋒
で
な

い
。

9

に
當

る
一音

が
な

い
。

こ
れ

は

『
丁
』

を

畊

と

し

て

の
事

で
あ

る

が
、

そ

れ

が
も

し

o
で

あ

る

な

ら
ば

、

水
調

は

短

三
度

の
方

に
は

い
る

。

そ
し

て
太

食
調

は

二

つ

の
牛
一音

を

も

つ
五
聲

に
な

る
。

ま

た

盤
渉

調

は

ブ

リ

ュ

τ
ギ

ッ

シ

ュ

の
や

う

に

な

る
。

恐

ら
く

そ

の
方

が
本

當

か

竜
知

れ

ぬ
。

こ

の
箏

の
音

階

の
表

は

よ
く

琵
琶

の
昔

階

の
表

と

合

致

す

る
。

つ
ま

り
箏

の
方

で

も
長

三
度

と

短

三
度

と

の
五
聲

が

あ

る
。

ま

た

ブ
リ

ュ
ー
ギ

ッ

シ

ュ
の

や
う

な

五
聲

も

あ

る
。

七
聲

に
な

る
時

に

は
、

そ
れ

は

す

べ

て
短
音

階

の
や
う

に
な

る
。

事
實

と

し

て
恐

ら
く

長
音

階

の

や
う

に
も
、

ブ
リ

ュ

ー

ギ

ヅ
シ

ュ
の
や
う

に

も
な

つ
た

で

あ

ら

う
。

し

か
し

支

那

風

の
ト

リ

ト

ヌ

ス

の
七
聲

は
、

事
嫌
只
上

あ

ま

り
演

奏

さ

れ
・な

か

つ
た

か
も

し

れ
な

い
。

メ

・
デ

ィ

を
作

る
樂

器

と

し

て

一
番

重

要

親

さ

れ

た

と
思

は
れ

る
笛

の
音

階

も
、

す

で

に

ト
リ

ト

ヌ

ス
を
基

礎

と
し

て
ゐ

な

い
。

樂

論

が

こ

の
基

礎

に
な

る

二
種

の
音

階
ー

ペ

ン
タ

ト

ニ

ッ
シ

ュ
の
も

の
と

デ

ィ

ア

ト

ニ
ッ

シ

ュ
の

も

の

ー
!

を

い
ろ

い
ろ

に
移

調

し

よ
う

と

し

て

ゐ

る
。

そ

こ
か

ら
非

常

な

混

雜

が

生

れ

て

來

る
。

そ

し

て

樂
論

は
事

貴

を
離

れ

て
、

だ

ん

だ

ん

に
紙

の
上

の
も

の
に

な

る
。

そ

れ

を
逆

に
事
實

の
上

に

そ

の
樂

論

の
例

を
求

め

よ
う

と
す

る

か
ら
、

事

は

い
よ

い
よ
混
雜

す

る
。

そ

し

て
わ

か
ら

な

く

な

る
。

事

實

と

し
て

は
、

恐

ら
く
長

、

短
、

或

は

ブ
リ

ュ
ー
ギ

ッ

シ

ュ

の
五
聲

と
、

そ

し

て
た

か

だ

か

そ

の
不

完

全

な

七
聲

や
、

或

は

や

エ
整

つ
た

七
聲

ぐ

ら

ゐ
が
存

在

し

た

の
で

あ

ら

う
。

こ
れ
が
お
そ
ら
く
嘗
時

の
ー

そ
し
て
恐

ら
く

一
般

に
口
本

人

の
ー

⊥
昔
階

に
對

す
る
趣
好
で

あ
ら
づ
。

こ
の
欟
察
が
ど
れ
ほ
ど
昔

の
實
際

の
普
樂

に
、

特

に
大

切
な

メ

ロ
デ

ィ

の
組

み
立

て

の
上

に
、
的

中

し

て

ゐ

る

か
わ

か
ら

な

い
が
、

と

に

か
く

こ
れ

は
何

物

か
を

お
ぼ

ろ
げ

な

が

ら

暗

示

し

て

ゐ
は

し

な

い
か

と
思

ふ
。

こ

の
や

う

な
事

に
開

し

て
、
實

際

の
普

樂

上

か

ら
證
據
あ

得

ら
れ

る
も

の
も

な

い
と

は
言

は
れ

な

い
。

そ

れ

に

つ

い
て

は
、

他

の
機
會

に
述

べ

る
。

こ

の
小

篇

は

昔

樂

史

の
可
能

に

つ

い
て

の
序

論

に
過

ぎ

な

い
。

"

第
二
　
謠

曲

●

日
本
の
音
樂
の
中
で

一
番
完
全
し
て
ゐ
る
雅
樂
で
も
、
そ
の
樂
譜
は
た
ゴ
心
覺
え
と
い
ふ
こ
と
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

雅
樂

の
次
に
來
る
大
き
た
部
門
は
謠
曲
で
あ
る
　
そ
し
て
謠
曲
の
樂
譜
は
、
普
通
ご
ま
點
と
言
は
れ
る
も
の
で
、
文
字
の
右
側
に
黒
ご

　
　
　
　
　
策
二
篇
　
H
本
・菩
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
三

ウ



　
　
　
　
　

日
　
本
　
音
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

辱

ま
や
折
釘
の
や
う
な
も
の
を
書
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
聲
が
上
る
と
か
下
る
と
か
い
ふ
や
う
な
事
を
、
お
ぼ
ろ
げ
に
筌
間
的
に
表
現

し
た
だ
け

の
も
の
で
あ
る
。
樂
譜

と
し
て
は
そ
れ
だ
け
で
は
ぼ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
た
Ψ
心
覺
え
と
し
て
も
甚
だ
簡
單
に
過
ぎ
た

も

の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
或
る
音
樂
を

一
義
的
に
人
に
傳

へ
る
事
の
出
來
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
分
が
忘
れ
た
部
分
を
本
當
に

そ
れ
で
思
ひ
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
さ

へ
も
疑
問
で
あ
る
。

　
今
能
樂
で
ど
の
程
度

の
古
い
譜
が
今
日
ま
で
傳
は
つ
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
は
ま
だ
完
全
に
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
能

の
原
始
時
代
の
樣
子

は
、
た
と

へ
そ
の
當
時
の
譜
が
多
少
今
日
ま
で
傳
は
つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
そ
の
譜
面
を
今
の
ご
ま
點
と
同
じ
や
う
に
讀
ん
で
、
ご
ま
點

が
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
メ
ロ
デ

ィ
も
同
じ
で
あ
ら
う
と
考

へ
る
事
は
、
そ
れ
は
非
常
に
危
險
で
あ
る
。
謠
曲
の
歴
史

は
考

へ
る
方
法
は
な

い
。
た
ゴ
今
日
で
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
だ
け
の
事
で
あ
る
。

第
三

三
味
線
、
箏
な
ど

　

謠
曲
に
次
い
で
大
き
な
日
本
昔
樂
の
部
門
は
、
徳
川
時
代
の
箏
、
三
味
線
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
或
る
程
度
に
は
樂
譜
ら
し
い
も
の

が
あ
る
。
三
味
線
や
箏
は
雅
樂
に
つ
い
で
樂
譜
に
富
む
日
本
音
樂
の
部
門
で
あ
る
。

　
箏
や
三
味
線
の
譜
の
特
色
は
、
書
の
高
さ
を
或
る
程
度
に
書

い
て
ゐ
る
事
で
,あ
る
。

　
箏
に
は

=
二
絃
あ
る
。
そ
の

一
三
絃

の
各
去
の
高
さ
さ

へ
知

つ
て
ゐ
れ
ば
、
絃

の
番
號
を
書
く
こ
と
で
メ
ロ
デ

ィ
の
中
の
書
の
高
低
と

い
ふ
部
分
だ
け
は
間
違
ひ
な
く
書
き
表
は
す
事
が
出
來
る

。
そ
れ
以
外
の
變
化
は
左
手
で
絃
を
押
す
だ
け
で
、
そ
れ
も

『
押
す
』
と
書
け

ば
音
の
高
さ
は
ほ
と
ん
ど

一
定
す
る
と
言
つ
て
よ
ろ
し
い
。

　
箏
に
は
そ
の
や
う
な
譜
が
澤
山
あ
る
。
た
穿
ど
の
譜
も
音

の
長
さ
を
書
い
て
ゐ
た
い
。
譜
が
小
節
に
切
れ
て
居
な
い
。
ま
た
そ
の
小
節

■



の
中
に
長
短
い
く
つ
の
音
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
譜
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
か
ら
或
る
音
樂
を
完
全
に
再
現
す

る
事
は
出
來
な
い
。

た

f
そ
の
箏
の
部
分
の
音
の
高
低
だ
け
は
知
る
事
が
出
∵來
る
。
聲

の
部
分
は
少
し
も
書
か
れ
て
ゐ
な
い
。
聲
の
部
分

で
、
晋
の
高
低
を
書

い
た
譜
は
私
は
ぼ
と
ん
ど
見
た
事
が
な
い
。

　

こ
れ
が
箏
の
譜
の
大
…體
で
あ
る
。

8

　
徳
川
期
の
音
樂
で
の
珍
品
は
、
恐
ら
く
三
味
線
の
譜
で
あ
ら
う
。

　

三
味
線
に
は
思
つ
た
よ
り
以
上
に
完
全
な
譜
が
あ
る
、
そ
れ
は
上
方
地
唄
の
譜

『
大
榛
抄
』
や
、
『
音
曲
ち
か
ら
草
』
や
、
『
三
絃
獨
譜
』

や
、
『
糸
竹
初
心
集
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

『大
榛
抄
』
は
恐
ら
く
雅
樂

の
譜
に
次
い
で
詳
し
く
音
樂
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
言

つ
て
も
よ
か
ら
う
。
晋
の
高
さ
は
律
名
で
書

い
て
あ
る
か
ら
、
或
る
程
度

に
は
わ
か
る
し
、
ま
た
普
の
長
さ
も
小
節

の
や
う
な
も
の
が
朧

げ
な
が
ら
竜
書

い
て
あ
つ
て
、
考

へ
て
見
れ
ば
或

る
程
度
に
わ
か
る
。

　

他
の
三
味
線

の
譜
は
、
と
に
か
く
三
味
線
の
か
ん
つ
ぼ
の
音
を
私
共
に
も
わ
か
る
や
う
に
書

い
て
ゐ
る
。
特
に
お
も
し
ろ
い
の
は

『
力

草
』
や

『
三
絃
獨
譜
』
が
絃

の
長
さ
を
測
定
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

一
つ

一
つ
の
か
ん
つ
ぼ
が
上
か
ら
何
寸
何
分
の
處
に
あ
る
か
が
書
い

て
あ
る
。
こ
の
寸
法
は
ま
つ
今
の
曲
尺
と
し
て
、
こ
の
と
ほ
力
に
三
味
線
を
ひ
け
ば
、
ま
つ
ざ
つ
と
今
日
の
三
味
線

の
か
ん
つ
ぼ
に
合
は

な

い
事
は
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
譜
に
は
長
さ
が
書

い
て
・な
い
。
樂
曲
と
し
て
は
非
常

に
不
完
全
に
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
簧
暦
や
文
化
頃
に
三

味
線

の
譜
を
作
り
、
そ
の
か
ん
つ
ぼ
ま
で
を
長
さ
で
計
つ
て
見
よ
う
と
し
た
事
だ
け
は
、
日
本
音
樂
史
の
中
で
の

一
つ
の
お
も
し
ろ
い
出

來

事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

第
二
篇
　
日
本
普
樂
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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三
昧

線

や
箏

の
譜

に

つ

い

て
詳

し
く

述

べ
た

ら

話

は
非

常

に

長

く

な

る

。

こ
の
敍

述

ぱ
他

の
機

會

に
ゆ

つ

つ

て
お
く

。

し

か

し

、
箏

や

三
味

線

が

そ

の
昔

に

今

私
共

に

も
讀

め

る

や
う

な

完

全

な

譜

を

持

た

た

か

つ
た

事

は
明

瞭

に
斷

言

出

來

る

。

　

以
上
述
べ
た
や
う
な
も
の
が
、
私
が
見
た
日
本
普
樂
の
譜
の
梗
概
で
あ
る
。

　

こ
れ
で
日
本
で
は
音
樂
史
と
い
ふ
も
の
が
出
來
・得
な
い
と
い
ふ
事
が
讀
者
諸
君
に
も
わ
か
つ
た
事
だ
ら
う
と
思
ふ
。
人
の
心
覺
え
の
た

め

の
符
號
か
ら
、
何
か

一
定
の
事
實
を
探
り
出
す
と
い
ふ
事
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
事
で
あ
る
。
心
覺
え
の
符
號
が
人

に
通
用
し
な
い
の

は
當
然
の
事
で
あ
る
。
日
本
に
今
多
少

の
古

い
樂
譜
が
殘
つ
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
、
そ
れ
が
嚴
格
な
意
味
で
の
書
樂
史

の
材
料
に
な
ら
な

い
と

い
ふ
事
は
、
考

へ
て
み
れ
ば
こ
れ
は
誠
に
當
然
の
事
で
あ
る
。

　
今

日
本
で
は
雅
樂
も
あ
れ
ば
、
謡
曲
も
あ
り
、
三
味
線
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
ゴ
あ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
、
昔
も
今
の
や
う
に

あ

つ
た
と
は
言
は
れ
た
い
。
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
證
據
は
な
い
。

　
今
あ
る
昔
樂
を
縱
に
年
代
順
に
竝
べ
て
、
そ
れ
が
日
本
の
晋
樂
史
だ
と
思
ふ
の
は
、
そ
れ
は

一
種
の
錯
覺
で
あ
る
。

日
本
で
は
音
樂
史

は
出
來
得

な
い
と
い
ふ
事
は
、
ほ
と
ん
ど
斷
言
し
て
も
い
』
と
思
ふ
。

　

さ
う
し
た
ら
、
日
本
の
普
樂
史
と
い
ふ
も
の
は
ど
ん
な
形
で
成
立
す

る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
が
次
の
問
題
に
な

つ
て
來
る
。

　
音
樂
の
歴
史
を
書
く
こ
と
は
出
來
な
い
ま
で
も
、
樂
人
の
歴
史
や
傳
記
を
書
く

こ
と
は
出
來
る
。
こ
れ
は
物
語
文
學

な
ど
に
出
て
來
る

話

を
つ
ゴ
り
合
せ
た
ら
出
來
る
。
樂
人
は
ど
ん
な
生
活
を
し
た
か
,
ど
ん
な
仕
事
を
し
た
か
、
何
と
い
ふ
音
樂
を
演
奏

し
た
か
、
と
い
ふ

や
う
な
事
は
そ
れ
で
わ
か
る
。

　
脅
樂
に
對
す
る
人

々
の
感
想
や
批
評
の
歴
史
も
書
く
こ
と
が
出
來
よ
う
。
こ
れ
も
文
學
の
中
に
處
々
に
音
樂
の
記
事
が
出

て
來
る
。
そ



G

れ
を
丁
寧

に
集
め
て
見
た
ら
、
時
代
に
よ
つ
て
音
樂
に
對
す
る
人
々
の
鑑
賞
の
態
度

が
多
少
變

つ
た
か
、
ど
う
か
、
と
い
ふ
事
が
わ
か
る

で
あ
ら
う
。

　
そ
の
外
、
直
接
音
樂
そ
の
も
の
で
な
く
て
悉
、
普
樂
に
關
す
る
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
で
、
交
章
や
言
葉
で
書
き
あ
ら
は
す
事
の
出
來
る
も

の
は
、
そ
の
文
章
を
時
代
順
に
あ
つ
め
て
見
れ
ば
そ
の
事
柄
の
歴
史
が
出
來
る
。

　

日
本
音
…樂
史
と
い
ふ
事
は
實
は
そ
ん
な
や
う
な
事
に
た
つ
て
し
ま

ふ
。
小
中
村
博
士
の
名
著

『歌
舞
音
樂
略
史
』

は
、
或
は
日
本
音
樂

史
と
し
て
畠
來
得
る
範
圍
を
暗
示
し
て
ゐ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
だ
け
の
も
の
で
も
無
い
よ
り
は
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
は
日
本
入
の
生
活
の
何
か
の
表
現
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
他
の
藝
術

の
歴
史
と
比
べ
て
考

へ
た
ら
、
時
代
時
代
の
日
本
人

の
心
の
姿
を
、
そ
ん
た
第
二
義
的
た
も

の
よ
り
以
上
に
取
扱
は
れ
な
い
日
本
普
樂
史

の
中
に
さ

へ
發
見
す

る
事
も
出
來
る
か
も
し
れ
な
い
。

日

本

普

樂

史

と

い
ふ
事

に
關

し

て

は

、
す

で

に

い
ろ

い
ろ

な
書

物

が
拙

版

さ

れ

て

ゐ

る
。

小

中
村

博

士

の
書

は

古

く

て
、

そ

し

て

一
番

ま

と
ま

つ
た

も

の
で

あ
ら

う
。

そ

の
外

に
故

人

東

儀

鐵
笛

の
遺

稿

が

あ
る

。

近
頃

で

は

田
邊

術

雄
、

伊
庭

孝

兩

氏

の
大

薯

が

あ

る
。

そ

の
他

に

も

ま
だ

か
な

り
多

く

の
著
書

が

あ

る
。

・今

一
々
あ

げ

な

い
。

こ

の

や
う

な
事

に

ρ

い
て

の
文

獻

を

集

め
た

も

の
も

あ

る
で

あ

ら

う

が
、

完

全

な

も

の
は
私

は
ま

だ

知

ら

な

い
。

第

二
篇
　
日
本
普
樂
史
に

つ
い
て

五
七


