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史
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日
本
雅
楽
の
曲
目
の
中
に
は
、
「
聖
歌
」
と
称
す
る
楽
曲
が
二
種
あ
る
。
［
つ

は
左
方
唐
楽
に
属
し
、
今
一
つ
は
右
方
高
麗
楽
に
属
す
る
楽
曲
で
あ
る
。
こ
れ
ら

両
曲
は
本
来
は
一
つ
の
楽
曲
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
で
は
唐
楽
の
「
霊

歌
」
は
平
調
に
属
す
る
管
絃
の
曲
と
し
て
、
又
高
麗
楽
の
「
林
歌
」
は
高
麗
平
調

に
属
す
る
舞
楽
の
曲
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
曲
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も

　
　
　
　
わ
た
し
も
の

相
互
に
「
渡
物
」
の
関
係
に
あ
る
楽
曲
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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高
麗
楽
の
「
林
歌
」
は
高
麗
平
調
唯
一
の
曲
と
し
て
、
古
来
よ
り
多
く
の
『
左

方
舞
曲
と
番
舞
』
の
関
係
を
持
ち
、
別
様
の
甲
、
紫
地
に
金
色
の
鼠
の
縫
取
り
の

あ
る
抱
を
着
用
す
る
そ
の
特
異
な
舞
姿
は
、
舞
楽
中
で
も
ま
こ
と
に
珍
し
い
舞
曲

の
一
つ
で
あ
る
。
又
唐
楽
の
「
林
歌
」
は
そ
の
旋
律
が
微
妙
な
陰
影
に
富
ん
で
お

り
、
そ
れ
故
に
技
法
上
の
難
し
さ
は
あ
っ
て
も
、
演
奏
効
果
の
あ
る
楽
曲
と
し
て
、

雅
楽
人
の
間
で
は
夙
に
愛
好
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
揚
げ
ら
れ
る
。
又
、
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
こ
の
曲
は
、
唐
・
高
麗
両
楽
相
互
に
渡
さ
れ
た
楽
曲
で
あ
る
が
、

「
林
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て

雅
楽
の
「
渡
物
」
の
楽
曲
の
ほ
と
ん
ど
が
唐
楽
相
互
間
に
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
こ
れ
は
特
異
な
「
渡
物
」
の
楽
曲
と
い
え
る
。
し
か
も
唐
楽
の
平
調

の
基
音
（
E
）
と
高
麗
平
調
の
基
音
（
鉾
）
と
は
一
音
の
違
い
で
あ
る
こ
と
か
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ら
、
音
域
上
の
制
約
も
少
な
く
、
こ
の
二
曲
の
旋
律
は
他
の
「
渡
物
」
の
楽
曲
に
　
1

見
ら
れ
る
よ
う
な
大
き
な
相
違
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
又
こ
の
曲
の
旋
律
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い
ね
ず
み

一
部
が
、
今
日
で
は
排
絶
曲
と
な
っ
て
い
る
「
催
馬
楽
」
の
「
老
鼠
」
に
も
採
り
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
い
も
の

れ
ら
れ
て
お
り
、
管
絃
、
舞
楽
、
歌
物
と
雅
楽
の
各
ジ
ャ
ン
ル
に
亘
る
楽
曲
と
し

て
演
奏
者
や
研
究
者
の
間
に
多
く
の
興
味
を
抱
か
せ
る
楽
曲
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
曲
に
関
し
て
の
歴
史
的
な
資
料
は
極
め
て
少
な
く
、
楽
曲
嫡
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
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の
由
来
に
つ
い
て
も
、
「
兵
庫
允
」
、
「
玉
手
公
頼
」
の
作
で
あ
る
と
か
『
高
麗
の

下
身
が
わ
が
国
に
お
い
て
作
っ
た
』
も
の
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
制
作
年
代
に
つ
い

て
も
、
弘
仁
年
中
（
八
一
〇
～
八
二
四
）
と
も
い
わ
れ
る
が
定
か
で
は
な
い
。
ま

し
て
こ
の
楽
曲
の
原
曲
が
唐
・
高
麗
蛸
壷
の
ど
ち
ら
に
あ
っ
た
の
か
、
奇
い
つ
頃

一



「
林
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て

左
右
両
部
の
楽
に
分
か
れ
た
の
か
等
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
不
明

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
上
代
か
ら
近
世
に
至
る
雅
楽
の
文
献
の
中

に
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
当
曲
に
関
す
る
史
料
を
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
史
料
に
述
べ
ら
れ
た
こ
れ
も
又
断
片
的
な
記
述
を
辿
っ
て
行
け
ば
、
こ
の

曲
に
関
す
る
歴
史
的
な
推
移
が
或
は
い
さ
さ
か
な
り
と
も
推
測
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
、
「
林
歌
」
に
つ
い
て
の
記
述
の
あ
る
史
料
を
そ
の
撰
述
年
代
に
従

っ
て
次
の
よ
う
に
選
出
し
た
。

　
ω
龍
鳴
抄
　
大
神
信
定
著
　
長
承
二
年
（
一
＝
三
二
）

　
②
無
智
要
録
　
藤
原
師
長
編
　
建
久
三
年
頃
（
＝
九
二
）

　
③
教
訓
抄
　
狛
近
眞
著
　
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）

　
ゆ
舞
曲
口
伝
　
豊
原
三
秋
著
　
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）

　
個
燈
源
抄
　
豊
原
統
秋
著
　
永
正
九
年
（
一
五
＝
）

　
⑥
楽
家
録
　
安
倍
季
尚
著
　
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）

　
㎝
近
家
抄
　
狛
近
寛
著
　
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）

　
こ
う
し
た
諸
史
料
を
基
に
更
に
下
段
の
如
き
表
を
作
製
し
て
み
た
。
こ
れ
は
左

右
両
部
の
「
林
歌
」
に
関
し
て
の
記
述
の
有
無
と
主
要
な
記
載
事
項
の
要
約
を
記

し
た
表
で
あ
る
。
表
中
○
印
は
該
当
事
項
の
記
述
の
あ
る
こ
と
を
示
し
、
疑
わ
し

い
も
の
或
は
確
定
的
で
な
い
も
の
に
は
○
印
の
傍
ら
に
？
の
印
を
施
し
た
。

　
先
ず
こ
の
表
を
通
観
し
て
み
る
と
、
掲
載
し
た
楽
書
の
全
部
に
亘
っ
て
舞
楽
の

「
林
歌
」
す
な
わ
ち
高
麗
楽
の
「
霊
歌
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
に
対

し
て
、
唐
楽
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
い
。
こ
の
こ
と
は
「
林
歌
」
が
舞
楽
と
し
て

古
来
よ
り
よ
く
知
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
そ
の
原
曲
が
高
麗
楽

に
あ
っ
た
こ
と
も
暗
示
さ
せ
ら
れ
る
。
掲
載
し
た
楽
書
の
内
最
古
の
も
の
は
『
龍

鳴
抄
』
で
あ
る
が
、
こ
の
上
巻
に
高
麗
楽
目
録
の
項
が
あ
り
、
三
十
一
曲
の
高
麗

唐楽林歌高麗楽林歌 歌 記

1）一思抄
　　1133

2）三智要録
　　1192頃

3）教訓抄

1233

4）舞曲口伝

　　1509

5）髄源抄
　　1511

6）楽家録
　　1690

7）近家抄
　　1711

o？

o？

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o狛楽目録に曲名あり，
平調，甲，紫色に金色のねずみの模様
の装束の記載

。高麗曲上巻（巻11）に二種の箏譜を記

す，14拍子と11拍子の二種

。高麗笛を平調で吹けば横笛の下無調に
同じ，これを遠江調という

。舞楽作法先乱声，音取，当曲，重吹

。11拍子にて反るのは弾物につきて横笛
にてする

。別装束付嵐甲有り小曲

。林は有為諸法実相禅林に入る，歌は真
如三朝を表わす

。豊楽を渡す

。“jy六調子古来口伝事”の章に記載

。三鼓舞節の章に高麗楽より中華曲に渡

すとの記述有

。唐楽平調の渡物として回天楽と共に林

歌を揚げる
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楽
曲
を
揚
げ
、
そ
の
最
後
に

　
「
林
歌
　
り
ん
か

　
平
調
の
も
の
な
り
、
か
ぶ
と
あ
り
、
む
ら
さ
き
の
う
つ
を
き
ぬ
に
こ
が
ね
の
ね

す
み
つ
け
た
り
」

と
記
し
、
こ
の
曲
が
高
麗
平
調
に
属
す
る
楽
曲
で
あ
り
、
特
異
な
別
装
束
で
あ
る

こ
の
舞
の
舞
装
束
の
有
様
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
一
方
『
鞘
鳴
抄
』
の
下

巻
に
は
、
唐
楽
平
調
に
属
す
る
楽
曲
が
十
五
曲
揚
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に

は
「
林
歌
」
の
曲
名
が
見
ら
れ
な
い
。

　
次
に
「
藤
原
師
長
」
の
撰
述
に
な
る
箏
譜
『
仁
智
要
録
』
に
も
唐
楽
平
調
曲
を

収
め
た
巻
六
に
は
「
林
歌
」
の
曲
は
見
え
ず
、
巻
十
一
高
麗
曲
の
項
に
平
調
の
楽

曲
（
次
頁
図
版
参
照
）
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
に
は
「
拍
子
十

四
　
舞
五
十
拍
子
」
、
と
指
定
さ
れ
た
も
の
と
「
拍
子
十
一
」
と
指
定
さ
れ
た
二

種
の
玄
理
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
舞
五
十
拍
子
」
と
あ
る
所
か
ら
推
し

　
　
　
　
　
　
　
　
註
3

て
舞
楽
す
な
わ
ち
『
高
麗
楽
の
「
林
歌
」
の
譜
』
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
は
高
麗
楽

に
絃
楽
器
を
用
い
な
い
の
で
、
こ
の
箏
譜
が
ど
の
よ
う
に
弾
奏
さ
れ
る
の
か
分
ら

な
い
が
、
「
拍
子
十
四
」
と
い
う
指
示
は
、
現
行
高
麗
楽
「
林
歌
」
の
拍
子
数
と
も

一
致
す
る
し
、
舞
が
五
十
拍
子
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
も
又
同
じ
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
後
者
の
譜
に
指
定
さ
れ
る
「
拍
子
十
一
」
の
指
示
は
、
現
行
唐
楽
「
選

歌
」
に
お
け
る
拍
子
数
と
も
一
致
し
、
こ
の
譜
を
現
行
箏
譜
と
比
較
し
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
註
4

現
行
譜
の
『
連
』
の
技
法
が
行
わ
れ
る
個
所
の
書
法
が
異
な
る
点
を
除
け
ば
、
そ

の
他
は
大
略
の
一
致
を
見
る
の
で
あ
る
。

「
林
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て

　
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
少
く
と
も
『
仁
智
要
録
』
の
撰
述
さ
れ
た
時
代
、
す
な
わ

ち
十
二
世
紀
の
終
り
以
前
に
唐
・
高
麗
両
楽
に
亘
る
「
林
歌
」
が
存
在
し
た
こ
と

を
暗
示
さ
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
箏
譜
と
ほ
ぼ
同
時
代
か
或
は
そ
れ
よ
り
以
前
に
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
5

述
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
『
古
箏
譜
』
に
よ
れ
ば
、
唐
楽
平
調
と
太
食
調
の
楽
曲
の

中
に
「
林
歌
」
を
加
え
、
　
こ
の
曲
を
唐
楽
と
し
て
も
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
、
『
仁
智
要
録
』
の
二
種
の
箏
譜
に
依
っ
て
示
唆
さ
れ
る
事
柄
を
強
く
裏
付
け

る
も
の
と
い
え
る
。

　
『
教
訓
抄
』
で
も
、
や
は
り
高
麗
楽
曲
の
中
に
此
の
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

「
第
五
巻
　
高
麗
曲
物
語
」
の
項
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

　
「
…
…
拍
子
＋
四
又
＋
一
興
間
拍
子
五
＋

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ン
ソ
ウ

　
此
曲
ヲ
二
世
云
　
林
鐘
調
ノ
曲
ト
シ
ル
セ
リ
　
サ
モ
ア
リ
ヌ
ヘ
シ
　
狛
笛
ノ
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

二
二
吹
ケ
ハ
　
横
笛
ノ
下
無
調
ニ
テ
侍
ル
ナ
リ
　
下
無
調
ヲ
ハ
リ
ン
ソ
ウ
テ
ウ
ト
　
一

申
ナ
リ
…
…
中
略
…
…
此
楽
二
返
吹
ヤ
ウ
　
ア
マ
タ
ノ
説
侍
ヘ
シ
　
十
二
拍
子
二

反
説
十
一
拍
子
二
反
説
　
コ
レ
ラ
バ
皆
引
物
二
付
テ
横
笛
ニ
テ
三
時
ニ
　
モ
チ
ヰ

ル
ヘ
シ
ト
申
タ
レ
ト
ン
…
…
下
略
…
…
」

　
こ
の
記
述
の
前
半
の
部
分
は
、
高
麗
平
調
が
唐
楽
の
下
無
調
に
あ
た
り
、
下
無

調
を
林
鐘
調
と
も
称
し
、
こ
の
曲
を
さ
る
譜
に
林
鐘
調
の
曲
で
あ
る
と
記
し
て
あ

る
の
は
将
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
意
か
ら
「
聖
歌
」
の
曲

は
、
高
麗
笛
が
そ
れ
を
奏
す
れ
ば
唐
楽
の
下
無
調
と
な
り
、
横
笛
が
奏
す
れ
ば
そ

れ
が
唐
楽
の
平
調
に
移
調
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
唐
・
高
麗
話
語
に
お

い
て
旋
律
が
異
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
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「
林
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て

こ
と
は
現
行
の
「
林
学
」
の
笛
に
つ
い
て
も
云
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
現
行
雅
楽
の
「
渡
物
」
の
楽
曲
の
ほ
と
ん
ど
が
、
唐
楽
曲
相
互
の
聞

に
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
四
度
乃
至
五
度
の
広
い
幅
に
亘
っ
て
渡
さ
れ

た
た
め
に
主
旋
律
を
奏
す
る
箏
簗
の
音
域
上
の
制
約
や
各
調
に
お
け
る
調
特
有
の

旋
律
法
へ
の
移
置
に
よ
っ
て
、
渡
さ
れ
た
曲
の
旋
律
が
原
曲
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た

く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
聖
歌
」
の
場
合
は
僅

か
二
度
と
そ
の
幅
が
狭
少
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
唐
二
局
麗
両
親
と
も
旋
律
の
型
の

上
に
は
大
き
な
相
違
が
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
し
か
し
箪
簗
の
パ
ー
ト
で
は
技
法
上

か
ら
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
比
べ
て
高
麗
笛
、
横
笛
の
パ
ー
ト
に

関
し
て
は
、
横
笛
に
お
け
る
「
掛
け
吹
き
」
の
技
法
を
除
い
て
は
旋
律
進
行
の
上

に
大
き
な
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
こ
で
下
無
調
の
こ
と
を
林
鐘
調
と
し
て
い
る
記
述
に
は
疑
問
が
残
る
。

林
鐘
と
は
わ
が
国
の
楽
律
に
お
い
て
黄
鐘
の
こ
と
を
云
い
、
『
龍
鳴
抄
』
巻
上
に

　
「
五
音
に
二
連
を
く
は
へ
た
る
な
り
　
上
無
調
は
林
鐘
調
と
い
ふ
　
下
無
調
は

角
調
と
い
ふ
」

と
あ
り
、
又
『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』
に
は

　
「
下
無
調
ヲ
バ
角
調
ト
云
　
上
無
調
ヲ
バ
林
鐘
調
ト
云
…
…
」

と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
『
教
訓
抄
』
の
伝
写
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
不
審
の
事
で
あ

る
。
先
賢
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。

　
『
教
訓
抄
』
に
お
け
る
記
述
の
後
半
は
「
林
歌
」
を
反
復
演
奏
す
る
際
の
返
り

所
の
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
十
一
拍
子
に
返
る
説
に
お
い
て
、

六

そ
れ
は
弾
き
物
す
な
わ
ち
絃
楽
器
と
合
わ
せ
、
横
笛
で
奏
す
る
場
合
に
用
い
る
べ

し
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
管
絃
合
奏
を
行
う
唐
楽
の
「
思
歌
」
の
場
合
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
先
述
の
『
仁
智
要
録
』
の
二
種
の
土
量
と
あ

い
ま
っ
て
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
亘
る
間
の
雅
楽
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
と
し

て
『
羽
黒
抄
』
、
『
無
智
要
録
』
、
『
教
訓
抄
』
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
楽
書
に
述

べ
ら
れ
た
記
述
を
も
と
に
「
三
儀
」
の
楽
曲
の
姿
を
推
察
し
て
来
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
先
ず
「
林
学
」
の
原
曲
は
高
麗
楽
に
あ
り
、
こ
れ
が

左
右
両
楽
に
別
れ
た
年
代
は
依
然
と
し
て
不
明
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
平
安

時
代
の
末
迄
に
は
す
で
に
管
絃
と
舞
楽
の
二
種
の
楽
曲
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
渡
物
」
の
概
念
を
以
て
扱
わ
れ
た
の
で
は

な
く
、
本
来
高
麗
楽
の
舞
曲
と
し
て
奏
さ
れ
る
べ
き
こ
の
曲
を
、
い
わ
ゆ
る
唐
楽

風
の
管
絃
の
ス
タ
イ
ル
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
演
奏
し
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
当
時
の
雅
楽
人
に
お
い
て
は
、
左
右
の

「
林
歌
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
別
曲
と
し
て
の
意
識
は
な
く
、
む
し
ろ
演
奏
ス

タ
イ
ル
が
異
な
る
だ
け
の
同
一
楽
曲
と
し
て
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
室
町
時
代
に
お
け
る
代
表
的
な
楽
書
は
、
「
豊
原
統
秋
」
の
著
わ
し
た
『
営
業

抄
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
二
年
先
に
「
統
秋
」
は
『
舞
曲
口
伝
』
を
著
わ
し
、

「
高
麗
曲
」
の
項
に
「
林
歌
」
を
揚
げ
て
い
る
。

　
「
別
装
束
付
レ
鼠
有
レ
甲
　
小
曲
」
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と
あ
る
記
述
に
続
い
て
此
の
曲
を
殊
勝
の
楽
と
い
い
、
「
林
歌
」
の
曲
名
の
由
来

と
し
て
有
為
諸
法
を
観
じ
、
実
相
禅
林
に
入
る
を
以
っ
て
「
林
」
と
い
い
、
生
死

無
常
を
超
え
て
真
如
抄
歌
を
噌
ず
る
が
故
に
「
歌
」
と
名
付
け
る
と
い
う
よ
う
な

仏
教
的
思
想
に
基
づ
く
曲
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
両
説
は
い
ず
れ
の

楽
書
に
も
見
え
ず
後
に
附
与
さ
れ
た
感
が
強
い
。
或
は
熱
心
な
法
華
経
信
者
で
も

あ
っ
た
著
者
の
宗
教
的
芸
術
観
と
し
て
か
よ
う
な
説
が
附
与
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
と
こ
ろ
で
『
髄
源
平
』
の
「
調
子
諸
曲
古
来
口
伝
事
」
の
項
に
は

　
「
県
歌
渡
減
甲
拍
子
十
一
　
管
絃
時
自
二
反
頭
加
三
度
拍
子
…
…
」

と
あ
り
、
こ
の
後
に
続
く
記
述
は
先
掲
し
た
『
教
訓
抄
』
の
引
用
で
あ
る
が
、

「
唐
楽
六
調
子
、
平
調
」
の
項
に
「
林
歌
」
が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
拍
子
数

十
一
で
あ
る
こ
と
、
管
絃
の
際
の
太
鼓
の
三
度
拍
子
の
個
所
の
指
示
が
あ
る
こ
と

な
ど
は
、
唐
楽
の
「
林
歌
」
と
し
て
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
又
唐
楽

の
「
林
歌
」
に
岡
関
す
る
記
述
と
し
て
は
こ
れ
を
以
て
初
見
と
す
る
。
又
「
渡
右

楽
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
高
麗
楽
か
ら
の
「
渡
物
」
の
楽
曲
で
あ
る
こ
と
を
小
書

き
で
は
あ
る
が
明
白
に
標
訳
し
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。

　
近
世
に
至
っ
て
『
楽
家
録
』
で
は
従
前
の
楽
書
の
書
法
を
採
っ
て
「
巻
三
十
一

本
邦
楽
説
」
の
平
調
の
項
の
楽
曲
目
録
に
は
「
春
歌
」
の
曲
名
は
見
え
ず
、
高
麗

楽
曲
、
高
麗
平
調
の
項
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
「
巻
二
十
六
　
三
鼓
用
説
」
の
項

に　
「
旧
記
日
　
品
品
帯
芝
自
高
麗
調
渡
山
蔓
中
華
楽
曲
之
部
　
於
此
改
之
以
用
輻

「
弔
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て

鼓
太
鼓
如
早
八
拍
子
翁
町
々
」

と
あ
り
、
唐
楽
の
「
三
密
」
が
高
麗
楽
よ
り
渡
さ
れ
た
「
渡
物
」
で
あ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
註
6

述
べ
ら
れ
、
『
高
麗
四
拍
子
の
打
楽
器
の
打
法
に
従
っ
て
唐
楽
早
八
拍
子
の
拍
子

型
を
採
用
し
た
』
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
『
髄
源
抄
』
を
受
け

て
唐
・
高
麗
両
楽
の
「
林
歌
」
が
「
渡
物
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
曲
を

為
す
事
を
意
味
し
て
い
る
。

　
更
に
こ
の
後
正
徳
年
間
に
、
南
都
楽
人
、
狛
（
辻
）
近
寛
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ

た
『
近
家
抄
』
は
、
こ
の
後
に
編
述
さ
れ
た
『
狛
豊
新
録
』
の
先
駆
を
為
し
た
書

で
あ
る
が
、
こ
の
『
近
家
抄
』
の
「
楽
井
管
絃
鼓
等
伝
記
　
唐
楽
平
調
」
の
項
に

　
「
渡
物

　
越
天
下
　
渡
盤
渉
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

　
林
　
歌
　
渡
道
楽
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

と
記
さ
れ
、
兼
ね
て
よ
り
盤
渉
調
か
ら
渡
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
平
調
越
天
楽
と
共

に
、
い
わ
ゆ
る
平
調
渡
物
の
楽
曲
と
し
て
こ
の
「
林
歌
」
の
曲
名
が
併
記
さ
れ
て

い
る
。

　
『
髄
源
抄
』
か
ら
こ
の
『
近
家
抄
』
い
た
る
楽
書
の
記
述
で
は
、
左
右
両
部
の

「
寸
土
」
を
「
渡
物
」
の
楽
曲
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
舞
曲
と
し
て
扱
っ
て

い
る
点
に
共
通
点
が
見
ら
れ
、
し
か
も
『
髄
源
抄
』
に
お
け
る
消
極
的
な
そ
の
表

現
が
、
近
世
に
至
る
に
及
ん
で
よ
り
明
確
な
表
現
に
移
行
し
て
来
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
、
中
世
末
期
か
ら
左
右
両
部

の
「
雨
雪
」
が
次
第
に
「
渡
物
」
の
楽
曲
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
、
近
世
に
及
ん

七



「
林
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て

で
は
全
く
の
別
曲
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
以
上
各
時
代
に
亘
る
史
料
を
も
と
に
、
左
右
両
部
に
属
す
る
「
林
歌
」
に
つ
い

て
そ
の
認
識
を
め
ぐ
っ
て
の
推
移
を
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
僅
少
な
史
料
の

故
に
な
お
不
明
な
点
が
多
く
残
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
諸
史
料
を
整
理
し
て

み
る
と
次
の
よ
う
な
仮
説
が
こ
こ
に
た
て
ら
れ
る
。

　
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
亘
る
間
に
、
す
で
に
左
右
両
部
の
「
林
歌
」
は
存

在
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
原
曲
は
、
高
麗
平
調
に
属
す
る
舞
曲
で
あ
り
、
今
一

つ
は
唐
楽
平
謂
に
属
す
る
管
絃
曲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
曲
は
後
世
に
云

う
「
渡
物
」
の
楽
曲
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
曲
と
し
て
で
は
な
く
、
同
一

曲
と
し
て
の
認
識
の
も
と
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
或
る
時
は
高
麗

楽
の
舞
曲
と
し
て
演
奏
さ
れ
、
素
面
る
時
は
唐
楽
風
の
管
絃
曲
と
し
て
演
奏
さ
れ

る
と
い
っ
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
演
奏
ス
タ
イ
ル
の
相
違
を
賞
玩
す
る
楽
曲
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ん
ぜ
っ

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
越
天
意
」
に
箏
の
「
輪
舌
」
の
技

法
を
加
え
、
よ
り
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
「
器
楽
」
の
演
奏
ス
タ

イ
ル
、
そ
し
て
そ
れ
を
往
時
の
雅
楽
人
が
盛
ん
に
楽
し
ん
だ
こ
と
と
｝
賑
相
通
ず

る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
唐
・
高
麗
器
楽
の
間
に
融
通
さ
れ
る
「
林
歌
」
の
楽
曲
も
、
各
々

が
独
立
し
た
別
言
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
は
恐
ら
く
中
世
末

期
か
ら
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
嘗
て
「
渡
物
」
の
楽
曲
と
し
て

は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
の
曲
が
、
は
っ
き
り
「
渡
物
」
の
ジ
ャ
ン

八

ル
に
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
れ
を
煮
転
と
し
て
扱
う
と
い
う
当
時

の
雅
楽
人
の
意
識
が
大
き
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば

こ
の
こ
と
は
、
「
林
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
上
代
よ
り
中
世
、
中
世
よ
り
近
世
の
二
つ

の
時
期
の
間
に
大
き
な
意
識
の
相
違
が
生
じ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
思
う
に
こ
の
二
つ
の
時
期
は
、
日
本
雅
楽
の
歴
史
的
な
推
移
と
も
符
合
さ

せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
雅
楽
を
愛
好
し
て
こ
れ
を
庇
護

し
た
平
安
貴
族
達
の
崩
壊
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
緩
漫
な
状
態
で
次
第
に
進

ん
で
は
行
っ
た
が
、
未
だ
そ
れ
は
潰
滅
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
日
本

雅
楽
も
固
定
化
の
道
を
辿
り
つ
つ
も
未
だ
そ
の
本
来
の
生
命
を
滅
し
去
る
事
態
に

は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
十
一
年
間
に
及
ん
だ
応
仁
の
乱
は
古
代
的

な
も
の
を
潰
滅
的
に
葬
り
去
っ
た
。
雅
楽
の
楽
家
も
離
散
の
憂
目
に
遇
い
、
雅
楽

も
そ
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
し
か
し
こ
の
間
に
も
細
々
乍
ら
そ
の
伝
承
が
続
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
南
都
楽
人
　
二
心
継
の
『
秘
書
日
記
』
等
に
も
語
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
い
う
か
が
わ
れ
る
。
そ

の
後
世
鎮
ま
っ
て
正
親
町
天
皇
（
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
～
天
正
十
四
年
（
一
五

八
六
）
）
は
雅
楽
の
再
興
を
企
り
、
天
王
寺
楽
人
を
初
め
奈
良
楽
人
達
を
集
め
、
大

内
楽
所
の
整
備
を
行
っ
た
。
又
豊
臣
秀
吉
は
、
天
正
年
間
に
雅
楽
再
興
に
積
極
的

な
尽
力
を
し
、
江
戸
幕
府
も
又
そ
の
庇
護
に
あ
た
る
に
及
ん
で
雅
楽
は
再
び
宮
中

や
寺
社
に
お
け
る
儀
式
芸
能
と
し
て
又
上
流
人
士
の
翫
弄
物
と
な
り
、
昔
日
の
範

囲
を
得
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
再
興
さ
れ
た
雅
楽
は
伝
統
の

保
持
が
そ
の
す
べ
て
で
あ
り
、
嘗
て
往
時
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
生
彩
あ
る
遊
び
の
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世
界
に
再
び
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
伝
承
保
持
の
為
、
秘
伝
秘
曲
が
多

く
生
ま
れ
、
よ
り
固
定
化
の
道
を
辿
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
又
こ
の
間
の
再
興
に
際

し
て
失
伝
し
た
部
分
も
多
く
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
千
有
余
年
に

わ
た
る
わ
が
く
に
の
雅
楽
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
応
仁
の
乱
を
境
と
し
て
大
き
く

二
つ
の
区
分
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
大
き
な
区
分
に
先
述
来
の
「
林
歌
」

の
楽
曲
の
推
移
を
投
影
さ
せ
る
と
、
そ
こ
に
は
巧
妙
な
符
合
点
の
あ
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
一
図
や
誤
伝
の
あ
る
雅
楽
曲
の
中
で
、
こ
う
し
た
上
代
人
の
遊
び
を
比

較
的
忠
実
に
今
日
に
伝
え
得
た
の
は
、
再
興
期
に
お
け
る
当
時
の
雅
楽
人
に
よ
っ

て
成
さ
れ
た
様
式
化
、
固
定
化
が
か
え
っ
て
功
を
奏
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

現
行
三

内
智
要
録

喫
煙
巾
為
＋
九
夏

ト
ヲ
ホ
ヲ
○
タ
ア

引
　
十
　
　
火
　
　
八

（三レ（二●
ノ、　エ　　　　　　ノ、

　
註
5
　
こ
の
箏
譜
に
つ
い
て
は
寡
聞
で
あ
っ
た
が
「
韓
国
音
楽
研
究
』
（
韓
国
国
楽
学
会

一
九
八
○
年
刊
）
に
、
三
谷
陽
子
氏
が
「
林
歌
」
と
「
老
鼠
」
に
つ
い
て
と
題
す
る
論
文
中

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
註
6
　
高
麗
四
拍
子
で
は
小
拍
子
八
つ
毎
に
太
鼓
の
百
が
打
た
れ
る
か
ら
、
唐
楽
の
拍
子

型
で
は
、
小
拍
子
八
つ
毎
に
百
の
入
る
早
八
拍
子
が
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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註
1
　
「
教
訓
抄
』
巻
七
番
舞
様
の
項
に
「
胡
飲
酒
」
の
番
舞
と
し
て
「
林
歌
」
が
揚
げ

ら
れ
て
い
る
。
同
書
「
無
答
舞
」
の
項
に
は
「
甘
州
」
の
曲
名
が
あ
り
、
「
近
来
林
歌
合
」
と

も
あ
る
。
近
世
に
至
る
と
例
え
ば
、
『
楽
家
録
」
巻
三
十
六
番
舞
の
項
に
は
「
林
歌
」
に
対
す

る
左
方
の
番
舞
と
し
て
「
賀
殿
」
「
胡
飲
酒
」
「
北
庭
楽
」
「
甘
州
」
「
傾
盃
楽
」
「
太
平
楽
」

「
打
毬
楽
」
「
秦
王
破
陣
楽
」
「
還
城
楽
」
「
抜
頭
」
「
春
庭
楽
」
「
喜
春
楽
」
「
青
海
波
」
「
蘇
莫

者
」
等
の
曲
目
が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
註
2
　
『
楽
家
録
』
巻
十
二
本
邦
楽
説
高
麗
平
調
項

　
　
　
　
「
下
春
歌
被
而
後
為
一
曲
、
以
名
林
歌
也
云
云
」

　
註
3
　
　
『
仁
智
要
録
』
に
は
高
麗
楽
曲
の
箏
譜
と
し
て
三
十
一
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
註
4
　
現
行
箏
譜
に
お
い
て
は
「
連
」
は
グ
リ
ッ
サ
ン
ド
奏
法
に
あ
た
る
と
い
え
る
が
、

そ
の
記
譜
に
つ
い
て
現
行
譜
と
『
仁
智
要
録
」
と
で
は
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
そ
の
一

例
を
左
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
「
早
歌
」
の
歴
史
的
推
移
に
つ
い
て
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