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今
か
ら
三
五
年
ほ
ど
前
、
留
学
の
た
め
に
来
日
し
た
著
者
は
、
そ
の
後
、

も
と
も
と
の
専
門
で
あ
る
日
本
の
古
楽
譜
研
究
か
ら
、
少
し
ず
つ
隣
接
の

研
究
分
野
に
関
心
を
広
げ
た
。
ま
た
音
楽
の
歴
史
的
研
究
に
必
要
な
こ
と

か
ら
、
日
本
の
古
典
文
学
作
品
に
も
ふ
れ
、
最
初
は
英
訳
で
は
あ
っ
た
が
、

古
文
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
そ
の
原
文
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
古
楽
譜
研
究
が
先
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
予
備
知
識
を

身
に
つ
け
て
い
た
よ
う
で
、
「
源
氏
物
語
」
な
ど
王
朝
文
学
の
音
楽
場
面
を
、

広
く
読
ま
れ
て
い
る
活
字
本
で
読
む
と
、
し
ば
し
ば
違
和
感
を
覚
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
本
文
表
記
そ
の
も
の
や
、
校
注
者
が
注
や
現
代
語
訳
に
記

し
て
い
る
こ
と
が
、
ど
う
も
違
っ
て
い
た
り
、
誤
解
を
招
く
内
容
に
な
っ

て
い
た
り
す
る
印
象
を
た
び
た
び
受
け
た
。
「
楽
譜
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ

か
る
の
に
」
と
独
り
言
が
漏
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、
そ
の
中
で
も
し
ば
し
ば
問
題
に
思
え

て
き
た
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
絃
楽
器
の
曲
種
と
調
絃
に
関
す
る
描

写
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。
古
楽
譜
に
関
し
て
少
し
で
も
知
識
が
あ
れ

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
絃
楽
器
の
曲
種
と
調
絃
に
つ
い
て

Ｉ
古
楽
譜
研
究
者
の
立
場
か
ら
Ｉ

ば
、
そ
ん
な
に
難
し
い
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
、
具
体
的
に
示
し
て
み
た

て
ご
く

い
。
絃
楽
器
の
曲
種
に
関
し
て
は
、
「
手
」
と
「
曲
」
と
い
う
根
本
的
な

か
き
あ
は
せ

区
別
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
手
」
類
の
中
に
「
擢
合
」
と
い
う

名
の
曲
種
が
あ
る
こ
と
へ
の
理
解
を
促
し
た
い
。
ま
た
調
絃
に
関
し
て
は
、

校
注
者
の
説
明
で
「
調
子
」
（
音
階
）
と
「
調
絃
」
と
の
混
同
が
実
に
甚

だ
し
く
、
一
見
調
子
名
に
み
え
る
用
語
が
、
実
は
調
絃
名
で
あ
り
、
従
っ

て
内
容
が
異
な
る
可
能
性
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
行
雅
楽
が
持
っ
て
い
る
諸
特
徴
を
、
時
代
錯
誤

的
に
「
源
氏
物
語
』
の
解
釈
に
適
応
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
、
古
楽
譜
研

究
者
の
立
場
か
ら
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
範
嶬
で
あ
り
、
つ
ま

り
、
「
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
云
々
す
る
前
に
必
ず
行
う
べ
き
古
注
釈
や

先
行
研
究
の
網
羅
的
な
探
索
を
、
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
こ
と

を
断
っ
て
お
き
た
い
。
原
則
と
し
て
本
文
の
引
用
に
は
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
（
小
学
館
、
’
九
九
四
～
九
八
年
）
を
使
用
し
、
巻
名
・
冊
・
頁

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
．
Ｇ
・
、
不
ル
ソ
ン

２



『源氏物語」における絃楽器の曲種と調絃について

周
知
の
通
り
、
「
源
氏
物
語
』
を
通
し
て
四
種
の
絃
楽
器
に
関
わ
る
描

ぴ
わ

写
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
即
ち
琵
琶
（
四
絃
リ
ュ
ー
ト
）
、

わ
ど
ん
こ
と
じ

さ
ん
こ
と

和
琴
（
琴
柱
の
あ
る
一
ハ
絃
ツ
ィ
タ
ー
）
、
琴
の
琴
（
琴
柱
の
な
い
七
絃
シ
イ

そ
う
こ
と

タ
ー
）
、
お
よ
び
箏
の
琴
（
琴
柱
の
あ
る
一
一
二
絃
ツ
ィ
タ
ー
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
絃
楽
器
に
関
わ
る
描
写
は
、
琴
の
琴
の
い
く
つ
か
の
例
を
除
い

て
、
概
し
て
現
実
的
で
写
実
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
作
者
の
知
識

と
経
験
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
「
紫
式
部
日
記
』
の
終
わ
り
近
く
に
は
、

本
人
が
持
っ
て
い
た
楽
器
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

を
例
え
ば
「
東
屋
、
⑥
二
一
」
の
よ
う
に
示
す
。
こ
の
全
集
の
頭
注
の
他
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
九
七
年
）
の
脚
注
と
、

新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、
一
九
七
六
～
八
五
年
）
の
頭
注
に
つ
い

て
も
、
「
諸
注
」
と
い
う
表
現
で
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
冊
・
頁
の
記

載
は
割
愛
す
る
。
参
考
ま
で
に
古
楽
譜
に
関
す
る
覚
書
を
「
古
楽
譜
ノ
ー

ト
」
と
し
て
本
稿
の
文
末
に
付
し
た
。

ご
と

風
の
涼
し
き
夕
暮
、
聞
き
よ
か
ら
ぬ
ひ
と
ｍ
ソ
琴
を
か
き
鳴
ら
し
て
は
、

「
な
げ
き
ぐ
は
は
る
」
と
聞
き
し
る
入
や
あ
ら
む
と
、
ゆ
ゆ
し
く
な

ど
お
ぼ
え
は
く
る
こ
そ
、
を
こ
に
も
あ
は
れ
に
も
は
べ
り
け
れ
。
さ

ぎ
う
し
さ
う

わ
ご
ん

る
は
、
あ
や
し
う
黒
み
す
す
け
た
う
っ
曹
司
に
、
箏
の
琴
、
和
琴
、
し

こ
と
ぢ

ら
べ
な
が
ら
、
心
に
入
れ
て
「
雨
降
る
日
、
琴
柱
倒
せ
」
な
ど
劃
Ｄ
い

ち
り

づ
し

ひ
は
べ
ら
ぬ
ま
ま
に
、
塵
つ
ｊ
Ｄ
り
て
、
よ
せ
立
て
た
り
し
厨
子
と
柱

ぴ
は

の
は
さ
ま
に
首
さ
し
入
れ
つ
つ
、
琵
琶
ｊ
Ｄ
左
右
に
立
て
て
は
べ
り
。

作
者
と
楽
器

と
い
う
、
自
分
の
技
量
を
謙
遜
し
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
人
が
箏
の

琴
を
教
わ
り
に
通
い
た
い
ほ
ど
の
腕
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
紫
式
部
日
記
』
の
「
風
の
涼
し
き
夕
暮
：
：
」
の
場
面
を
描

い
た
と
思
わ
れ
る
絵
が
、
鎌
倉
初
期
、
一
三
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
と
さ

れ
る
「
紫
式
部
日
記
絵
詞
』
（
蜂
須
賀
家
本
、
個
人
蔵
）
に
あ
る
（
写
真
己
。

寶
子
の
端
近
く
、
簾
を
巻
き
上
げ
て
、
式
部
と
思
わ
れ
る
人
物
が
箏
の
琴

を
弾
い
て
お
り
、
後
ろ
に
琵
琶
が
一
面
見
え
る
。
楽
器
の
前
に
は
、
冊
子

が
一
一
・
三
冊
開
か
れ
て
お
り
、
巻
子
本
も
一
一
本
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
演
奏
し
な
が
ら
見
て
い
る
そ
の
冊
子
・
巻
子
本
は
、
思
う
に
楽
譜
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
世
以
後
の
雅
楽
の
伝
承
で
は
、
楽
譜
は
補
助
的
な

箏
の
琴
と
和
琴
を
、
「
し
ら
べ
な
が
ら
」
丁
調
絃
し
た
ま
ま
）
、
つ
ま

り
琴
柱
を
立
て
た
ま
ま
厨
子
に
立
て
か
け
、
ま
た
琵
琶
（
二
面
で
あ
ろ
う

か
）
を
そ
の
左
右
に
、
柱
と
の
間
に
差
し
入
れ
て
あ
る
よ
う
な
状
況
は
、

楽
器
に
は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
と
に

か
く
「
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
四
種
の
絃
楽
器
の
う
ち
三
種
を
実
際
に

持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も
箏
の
琴
が
得
意
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
「
箏
の
琴
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
き
た
人
に
対
し
て
、

『
紫
式
部
集
』
第
三
番
歌
の
、

ね

露
し
げ
き
よ
』
り
ぎ
が
中
の
虫
の
音
を
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
人
の
尋

ね
む

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
、
’
’
六
頁
）

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
一
一
○
三
～
○
四
頁
）

３ 日本文學誌要第９２号



も
の
に
過
ぎ
ず
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
伝
授
は
主
に
口
伝
、
口
頭
伝
承
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
印
象
が
強
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
平
安
時

代
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
楽
譜
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
伝
承
を
確
実
に
捉
え
る
た
め
の
重
要
な
拠
り
所
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

写
真
一
『
紫
式
部
日
記
絵
詞
」

（
「
日
本
の
絵
巻
９
』
中
央
公
論
社
）
よ
りmllIIUIiiiIiLi

|lｌ
ｌｌ

！
ｒ
皿

獺 肥
平
沿

鑿
自睡壺L二

５

ﾐ鵜，

こ
こ
で
経
信
（
一
○
’
六
～
九
七
）
は
、
自
分
か
ら
遡
る
形
で
源
博
雅
（
九

一
八
～
八
○
）
か
ら
続
く
、
琵
琶
の
「
手
」
と
「
楽
」
の
相
承
系
譜
を
文

章
で
記
し
て
い
る
。
楽
譜
本
文
に
は
独
奏
曲
と
合
奏
曲
の
譜
が
、
調
絃
ご

以
下
に
見
る
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
」
に
は
絃
楽
器
の
曲
種
に
つ
い
て

て
ご
く

「
手
」
と
「
曲
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
田
心
わ
れ
う
っ
概
念
が
対
比

さ
れ
る
表
現
法
が
数
箇
所
見
ら
れ
る
。
「
手
」
は
確
か
に
多
義
語
で
あ
り
、

様
々
な
こ
と
を
行
う
の
に
人
間
は
「
手
」
を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
音
楽
的

な
分
脈
で
は
「
琴
、
笛
、
鼓
な
ど
、
音
曲
の
わ
ざ
。
奏
法
。
ま
た
転
じ
て
、

一
定
の
曲
、
ま
た
は
調
子
、
譜
」
（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
第
二
版
）

の
よ
う
に
、
意
味
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
。
『
源
氏
物
語
』
の
音
楽
描
写

の
中
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
広
が
り
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
理

解
は
文
脈
次
第
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
｜
方
、
他
の
音
楽
用
語

と
の
対
比
あ
る
い
は
併
用
で
、
よ
り
限
定
し
た
意
味
で
捉
え
る
べ
き
場
合

も
多
い
。
特
に
琵
琶
と
箏
の
琴
の
場
合
、
「
手
」
と
は
楽
器
独
自
の
独
奏

曲
を
指
し
、
一
方
、
合
奏
Ⅲ
（
唐
楽
や
高
腿
楽
）
は
「
曲
」
も
し
く
は
「
楽
」

と
表
現
さ
れ
る
。

古
楽
譜
で
は
ど
う
か
。
典
型
的
な
用
例
は
二
世
紀
後
半
成
立
の
『
源

経
信
筆
琵
琶
譜
」
の
奥
書
に
み
え
る
（
句
読
点
、
訓
点
を
私
に
加
え
る
）
。

件
手
井
楽
等
、
所
し
受
。
習
故
兵
部
卿
資
通
川
一
也
、
資
通
卿
者
信
明

弟
子
也
、
信
明
者
博
雅
一
一
郎
也
、
価
次
第
習
来
也
。

二
「
手
」
と
「
曲
」

４



『源氏物語ｊにおける絃楽器の曲種と調絃について

内
教
坊
か
ら
師
を
迎
え
て
い
る
こ
と
も
面
白
い
点
だ
が
、
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
、
「
手
」
と
「
曲
物
」
の
対
比
で
あ
る
。
娘
が
短
い
独
奏
曲

で
あ
る
「
手
」
を
弾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
大
げ
さ
に
喜
び
、
一
方
、

テ
ン
ポ
の
速
い
合
奏
曲
で
あ
る
「
曲
物
」
を
師
と
合
奏
し
て
い
る
と
感
激

し
て
涙
を
落
と
す
。
初
心
者
で
も
弾
け
る
よ
う
に
な
る
独
奏
曲
と
、
か
な

り
の
演
奏
技
量
が
必
要
な
、
テ
ン
ポ
の
早
い
合
奏
曲
と
い
う
対
比
で
あ
る
。

な
お
、
諸
注
で
「
は
や
り
か
な
る
曲
物
」
を
、
若
い
娘
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
曲
と
解
釈
し
、
常
陸
守
の
無
神
経
な
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
指
摘
す
る
も
の

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
深
読
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

き
ん
こ
と

次
の
例
は
、
女
三
宮
の
琴
の
琴
学
習
の
場
面
で
あ
る
。
琴
の
琴
の
場
〈
ロ
、

琵
琶
と
箏
の
琴
と
は
事
情
が
少
し
異
な
る
。
合
奏
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ

と
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
奥
書
で
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
「
手
」
と
「
楽
」

で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
源
氏
物
語
」
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
こ
の
曲
種
の
大
別
が
最
も
明

白
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
「
東
屋
」
巻
に
お
け
る
、
常
陸
守
の
実
の
娘
達

の
養
育
ぶ
り
を
述
べ
た
、
実
は
や
や
滑
稽
な
場
面
で
あ
る
。
滑
稽
だ
か
ら

こ
そ
表
現
が
よ
り
直
接
的
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

手
ひ
と
つ
弾
き
と
れ
ば
、
師
を
起
居
拝
み
ｋ
は
川
ｒ
脈
旧
Ｌ
附
随
倣
旧

う
づ

す
る
》
」
と
埋
む
ば
か
り
に
て
も
て
騒
ぐ
。
は
や
り
か
な
る
曲
物
な
ど

教
へ
て
、
師
と
、
を
か
し
き
夕
暮
な
ど
に
、
弾
き
合
は
せ
て
遊
ぶ
時

は
、
涙
も
つ
つ
ま
ず
、
を
こ
が
ま
し
き
ま
で
ざ
す
が
に
も
の
め
で
し

た
り
。

（
東
屋
、
⑥
一
二
）

こ
と
び
は

な
い
け
う
ば
う

琴
琵
琶
の
櫛
と
て
、
内
教
坊
の
わ
た
り
ょ
ｈ
ソ
迎
へ
と
り
つ
つ
習
は
す
。

１
口
．

「
調
べ
こ
と
な
る
手
」
と
は
、
調
絃
も
し
く
は
旋
法
ご
と
に
存
在
し
、
そ

の
音
楽
的
特
徴
を
示
す
た
め
に
演
奏
さ
れ
る
短
い
独
奏
曲
で
あ
る
。
琴
の

琴
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
内
で
そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
大
曲
」
、
つ
ま
り
「
曲
」

の
中
で
も
分
量
の
多
い
長
い
曲
で
あ
る
。
諸
注
に
は
、
古
注
釈
を
受
け
て
、

雅
楽
や
舞
楽
の
「
小
曲
」
「
中
曲
」
「
大
曲
」
の
別
を
述
べ
る
も
の
が
あ
る

が
、
琴
の
琴
の
楽
曲
に
は
そ
う
い
っ
た
区
別
は
な
く
、
こ
こ
で
の
「
大
曲
」

と
は
全
く
無
関
係
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

こ
の
節
で
取
り
上
げ
る
最
後
の
例
は
、
「
若
菜
上
」
巻
の
、
光
源
氏
の

四
十
賀
で
の
御
遊
の
場
面
で
あ
る
。
太
政
大
臣
（
往
年
の
頭
中
将
）
・
衛

門
督
（
柏
木
）
親
子
の
和
琴
演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
、
特
に
こ
こ
で
勧
め
ら

れ
て
演
奏
す
る
衛
門
督
の
技
量
の
よ
さ
が
述
べ
ら
れ
る
中
、
大
陸
伝
来
の

音
楽
伝
承
に
関
す
る
表
現
法
が
注
目
さ
れ
る
。

た
が
、
独
奏
主
体
の
楽
器
で
あ
っ
た
た
め
、
「
手
」
は
特
定
の
調
絃
も
し

く
は
旋
法
の
音
楽
的
特
徴
を
見
せ
る
た
め
の
短
い
も
の
で
、
対
し
て
「
曲
」

は
《
流
水
》
の
よ
う
な
標
題
的
な
曲
名
を
持
つ
、
よ
り
長
い
独
奏
曲
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

わ
ど
ん

お
と
ど
、

と
ｈ
ソ
ど
ぃ
ソ
に
奉
る
中
に
、
和
琴
は
、
か
の
大
臣
の
第
一
に
秘
し
た
ま

調
べ
こ
と
な
る
手
一
一
つ
三
つ
、
お
も
し
ろ
き
大
曲
ど
も
の
、
四
季
に

ぬ
る
と
と
の

つ
け
て
変
る
べ
き
響
き
、
主
エ
の
寒
さ
温
さ
を
調
へ
出
で
て
、
や
む
》
」

と
な
か
る
べ
き
手
の
か
ぎ
り
を
、
と
り
た
て
て
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ

に
、
心
も
と
な
く
お
は
す
る
や
う
な
れ
ど
、
や
う
や
う
心
得
た
ま
ふ

ま
ま
に
、
い
と
よ
く
な
り
た
ま
ふ
。

（
若
菜
下
、
④
一
八
二

１
１

５ 日本文學誌要第９２号



即
興
演
奏
を
旨
と
す
る
和
琴
に
対
し
て
、
大
陸
伝
来
の
伝
承
に
は
そ
れ

を
知
る
手
立
て
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
、
と
い
う
主
旨
で
あ
る
が
、
や
は

り
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
つ
い
て
は
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
調
べ
に
従
ひ

て
跡
あ
る
手
ど
も
」
と
は
、
調
子
（
あ
る
い
は
調
絃
）
ご
と
に
楽
譜
が
存

在
す
る
独
奏
曲
の
こ
と
で
あ
り
、
「
定
ま
れ
る
唐
土
の
伝
へ
ど
も
」
と
は
、

「
曲
」
・
「
楽
」
と
い
う
表
現
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
、
楽
譜
の
あ
る
大
陸

伝
来
の
合
奏
曲
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
注
で
は
「
手
」
を
「
秘
曲
」
と
す
る

も
の
も
あ
る
が
、
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
。
「
秘
曲
」
ど
こ
ろ
か
、
あ
り
ふ

●
●

れ
た
、
常
の
手
（
独
奏
曲
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
用
例
は
、
手
と
曲
の
大
別
だ
け
で
は
な
く
、
大
陸
伝
来
の（
１
）

伝
承
に
お
け
る
楽
譜
の
重
要
性
も
確
認
で
き
る
記
述
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

唐
土
の
伝
へ
ど
も
は
、
な
か
な
か
尋
ね
知
る
べ
き
方
あ
ら
は
な
る
を
、

か
が

心
に
ま
か
せ
て
、
「
た
だ
掻
き
〈
ロ
は
せ
た
る
す
が
掻
き
に
、
よ
る
づ
の

ね
と
と
の

た
へ

物
の
立
日
調
へ
ら
れ
た
「
る
は
、
妙
に
お
も
し
ろ
く
、
あ
や
し
き
ま
で
響

く
。

（
若
菜
上
、
④
五
八
～
五
九
）

あ
は
れ
に
人
々
思
す
。
調
べ
に
従
ひ
て
跡
あ
る
手
ど
も
、
定
ま
れ
る

も
ろ
こ
し

こ
と

じ
ゃ
う
ず

ひ
な

ひ
け
る
御
琴
な
り
、
笑
こ
る
物
の
上
手
の
、
心
を
と
ど
め
て
弾
き
馴
ら

ね
こ
と
ひ
と
か

し
た
ま
へ
る
二
日
い
と
並
び
な
き
を
、
他
人
は
掻
き
た
て
に
く
く
し
た

い
な

ま
へ
ば
、
衛
門
督
の
か
た
く
辞
ぶ
う
Ｃ
を
責
め
た
ま
へ
ぱ
、
げ
に
い
と

お
も
し
ろ
く
、
を
さ
を
ざ
劣
る
ま
じ
く
弾
く
。
何
ご
と
も
、
上
手
の

つ
ぎ

つ

嗣
と
い
ひ
な
が
ら
、
か
く
し
ｊ
り
え
継
が
ぬ
わ
ざ
ぞ
か
し
と
心
に
く
く

以
下
、
楽
器
別
に
曲
種
と
調
絃
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
く
が
、
ま
ず

古
楽
譜
が
最
も
豊
富
に
伝
わ
る
琵
琶
か
ら
論
じ
る
。

琵
琶
の
古
楽
譜
に
は
、
文
末
の
「
古
楽
譜
ノ
ー
ト
」
で
詳
述
し
た
通
り
、

八
世
紀
の
正
倉
院
文
書
紙
背
琵
琶
譜
、
い
わ
ゆ
る
『
天
平
琵
琶
譜
豈
断
簡
）
、

九
世
紀
の
「
琵
琶
諸
調
子
品
」
、
一
○
世
紀
の
「
南
宮
琵
琶
譜
」
、
二
世

紀
の
「
源
経
信
筆
琵
琶
譜
」
、
一
二
世
紀
の
『
一
一
一
五
要
録
』
が
あ
り
、
考

察
す
る
材
料
に
は
事
欠
か
な
い
。
こ
う
し
た
琵
琶
古
楽
譜
に
記
さ
れ
た
レ

パ
ー
ト
リ
ー
に
は
、
唐
楽
・
高
麗
楽
合
奏
の
た
め
の
も
の
（
「
曲
」
「
楽
」
）

以
外
に
、
現
行
の
雅
楽
伝
承
で
ほ
ぼ
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
、
独
奏
あ
る
い

は
そ
れ
に
準
じ
た
演
奏
形
態
の
た
め
の
も
の
も
多
く
、
後
者
は
さ
ら
に

か
き
あ
は
せ
を
あ
は
せ

「
擢
合
」
（
「
緒
合
」
と
も
）
及
び
「
手
」
（
「
秘
手
」
「
調
」
と
も
）
の
一
一
種

（
２
）

に
分
か
れ
て
い
る
。
各
楽
譜
が
収
載
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
総
数
を
示
す
と
次

表
の
通
り
で
あ
る
。

三
琵
琶

lllli
６

「
三
五
要
録
」

『
源
経
信
筆
琵
琶
譜
』

「
南
宮
琵
琶
譜
」

『
琵
琶
諸
調
子
品
』

『
天
平
琵
琶
譜
』

二
四

一
一
ハ

○

一
四

二
七

○ ￣

擬
合

手

独
奏
曲

一
○
七

三
五

一
八

○

○

○

○

○

○

○

唐
楽
一
高
麗
楽

合
奏
曲



『源氏物語』における絃楽器の曲種と調絃について

『
南
宮
琵
琶
譜
』
以
下
の
楽
譜
で
は
、
「
擬
合
」
と
「
手
」
は
調
絃
ご
と

ふ
こ
う
ぢ
よ
う
へ
ん
ぷ
こ
う
ぢ
よ
う
お
う

に
ま
と
め
ら
れ
、
広
く
用
い
ら
れ
た
調
絃
（
風
香
調
・
返
風
香
調
・
黄

し
き
ち
よ
う

鐘
調
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
存
在
す
る
。
「
掻
合
」
に
は
特
定
の
名
称
は

付
さ
れ
な
い
が
、
「
手
」
に
は
空
手
》
、
《
丘
泉
一
手
》
あ
る
い
は
《
一

手
丘
泉
》
の
よ
う
に
、
順
序
を
表
す
名
称
、
あ
る
い
は
独
自
の
題
名
と
組

み
合
わ
せ
た
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。
説
話
文
学
な
ど
で
特
に
有
名
な
琵

琶
秘
曲
（
『
三
五
要
録
』
の
名
称
表
記
に
従
え
ば
《
大
常
博
士
楊
真
操
》
、
《
石

か
つ
ら

上
流
泉
》
、
《
上
原
石
上
流
泉
》
、
《
啄
木
調
》
、
そ
し
て
琵
琶
桂
流
独
自
の

《
将
律
音
》
）
は
「
手
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、
順
序
を
表
す
要
素
は
な
く
、

独
自
の
題
名
の
み
で
あ
る
。

次
に
調
絃
の
問
題
を
考
え
よ
う
。
ま
ず
、
右
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
複
数
の
調
絃
が
存
在
す
る
。
現
行
の
雅
楽
伝
承
で
は
、
琵

琶
の
調
絃
の
名
称
は
、
合
奏
で
用
い
ら
れ
る
調
子
名
と
同
じ
で
あ
り
、
わ

ご
し
よ
う
ら
く

か
り
や
す
い
。
例
え
ば
唐
楽
曲
《
五
常
楽
》
は
平
調
（
主
宰
日
が
平
調
［
洋

楽
の
Ｅ
に
近
い
音
］
の
律
旋
の
調
子
）
の
曲
な
の
で
、
琵
琶
は
「
平
調
」

と
呼
ば
れ
る
調
絃
を
用
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、

琵
琶
の
調
絃
に
は
現
行
と
異
な
っ
た
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
我
々
現

代
人
か
ら
す
れ
ば
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
琵
琶
の
調
絃
名
と
、

調
子
の
名
称
と
で
共
通
の
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
合
致
す
る
こ
と

は
な
い
。
非
常
に
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
琵
琶
の
古
い
調
絃
名
に
は
「
琵
琶

黄
鐘
調
」
の
よ
う
に
、
「
琵
琶
」
を
冠
し
た
名
称
の
使
用
を
お
勧
め
し
た
い
。

次
表
で
も
採
用
し
て
説
明
し
よ
う
。

琵
琶
の
調
絃
は
、
琵
琶
の
四
絃
の
相
対
的
音
高
関
係
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
琵
琶
風
香
調
で
は
、
第
一
絃
（
最
も
低
い
音
、
琵
琶

奏
者
が
構
え
た
際
に
一
番
上
に
あ
る
絃
）
と
第
二
絃
の
音
程
は
短
三
度
、

第
二
絃
と
第
三
絃
の
音
程
は
長
三
度
、
第
三
絃
と
第
四
絃
の
音
程
は
完
全

四
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
調
絃
を
合
奏
（
笛
な
ど
）
の
黄
鐘
調
で
用
い

る
場
合
、
音
高
は
Ａ
ｃ
ｅ
ａ
と
な
る
（
第
一
絃
と
第
四
絃
が
黄
鐘
調
の
主

音
、
黄
鐘
に
Ｔ
Ａ
］
な
っ
て
い
る
）
。
同
じ
調
絃
を
盤
渉
調
で
用
い
る

場
合
、
全
体
的
に
一
音
（
二
律
）
高
く
な
り
、
Ｂ
ｄ
解
ｂ
と
な
る
（
主
音

呂
律

７ 日本文學誌要第９２号

琵
琶
啄
木
調

琵
琶
平
調

琵
琶
双
調

琵
琶
情
調

琵
琶
返
黄
鐘
調

琵
琶
黄
鐘
調

琵
琶
返
風
香
調

琵
琶
風
香
調

琵
琶
の
調
絃

律 呂 律 呂 律 呂 律

呂
律

（
主
音
Ｇ
）

盤
渉
調
（
主
音
Ｂ
）

壱
越
調
・
沙
陀
調
（
主
音
Ｄ
）

平
調
（
主
音
Ｅ
）

盤
渉
調
（
主
音
Ｂ
）

大
食
調
・
乞
食
調
（
主
音
Ｅ
）

高
麗
壱
越
調
（
主
音
Ｅ
）

平
調
・
性
調
（
主
音
Ｅ
）

高
麗
平
調
（
主
音
即
）

壱
越
調
・
沙
陀
調
（
主
音
Ｄ
）

双
調
（
主
音
Ｇ
）

水
調
（
主
音
Ａ
）

高
麗
双
調
（
主
音
Ａ
）

黄
鐘
調
（
主
音
Ａ
）

盤
渉
調
（
主
音
Ｂ
）

合
奏
（
笛
）
の
調
子



の
盤
渉
［
Ⅱ
Ｂ
］
は
同
じ
く
、
第
一
絃
と
第
四
絃
）
。

問
題
は
、
「
源
氏
物
語
』
の
校
注
者
が
、
こ
の
事
情
を
把
握
し
て
い
な

い
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
本
文
に
琵
琶
の
調
絃
に
つ
い
て
「
黄
鐘
調
」
と

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
合
奏
で
用
い
ら
れ
る
黄
鐘
調
の
こ
と
な
の
か
、
合
奏

の
平
調
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
琵
琶
黄
鐘
調
の
こ
と
な
の
か
、
容
易
に
は
決

め
ら
れ
な
い
の
が
実
情
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

合
奏
の
調
子
の
説
明
し
か
諸
注
に
現
れ
な
い
。

実
際
、
琵
琶
の
「
黄
鐘
調
」
が
現
れ
る
箇
所
が
、
宇
治
十
帖
に
二
つ
も

あ
る
。

◇
宿
木
匂
宮
、
中
の
君
と
薫
の
仲
を
疑
う
も
、
情
愛
深
ま
る

ぞ
な
ほ
し

ぴ

な
っ
か
し
き
ほ
ど
の
御
衣
ど
も
に
、
直
衣
ば
か
り
着
た
ま
ひ
て
、
琵

◇
橋
姫
八
の
宮
不
在
の
宇
治
の
山
荘
を
薫
が
尋
ね
る

こ
と

ね

近
く
な
る
ほ
ど
に
、
そ
の
琴
と
も
聞
き
わ
か
れ
ぬ
物
の
二
日
ど
も
、
い

と
す
ご
げ
に
開
こ
ゆ
。
常
に
か
く
遊
び
た
ま
ふ
と
聞
く
を
、
つ
い
で

み
こ
き
ん
ね

な
く
て
、
親
王
の
御
琴
の
立
日
の
名
高
き
も
え
聞
か
ぬ
ぞ
か
し
。
よ
き

ぴ
は

を
り
な
る
べ
し
、
と
恩
ひ
つ
つ
入
り
た
ま
へ
ば
、
琵
琶
の
声
の
響
き

に
弾
き
な
し
た
ま
へ
ば
、
女
君
も

え
ん

も
の
怨
じ
も
え
し
は
て
た
ま
は
ず
、

は
ひ

琶
を
弾
き
ゐ
た
ま
へ
、
ソ
。

な
り
け
り
。
黄
鏡
調
に
調
べ
て
、
世
の
常
の
掻
き
合
は
せ
な
れ
ど
、

み
み
な

ば
ち
お
と

所
か
ら
に
や
耳
馴
れ
ぬ
心
地
し
て
、
掻
き
か
へ
す
掻
の
二
日
も
、
も
の

さ
う
こ
と

き
よ
げ
に
お
も
し
ろ
し
。
箏
の
琴
、
あ
は
れ
に
な
ま
め
い
た
る
声
し

て
、
絶
え
絶
え
聞
こ
ゆ
。

（
橋
姫
、
⑤
一
一
一
一
六
～
三
七
）

黄
鐘
調
の
掻
き
合
は
せ
を
、
い
と
あ
は
れ

女
君
も
心
に
入
り
た
ま
へ
る
こ
と
に
て
、

き
ち
ゃ
う

ま
は
ず
、
小
さ
き
御
几
帳
の
つ
ま
よ
り
、

ｐ
う
し
さ
で
丹
〃

ど
ち
ら
の
場
面
に
お
い
て
も
琵
琶
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
の
は
「
黄
鐘
調
」

か
き
あ
は
せ

の
「
掻
く
ロ
」
で
あ
る
。
諸
注
は
ど
れ
も
「
主
宰
日
が
黄
鐘
［
洋
楽
の
Ａ
に
近

い
音
］
の
律
旋
の
調
子
」
と
同
じ
主
旨
の
解
説
を
加
え
る
が
、
「
宿
木
」

の
注
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
次
の
よ
う
に
「
枕
草
子
』
を
も
引
く
。

「
弾
く
物
は
琵
琶
、
調
べ
は
風
香
調
（
ふ
か
う
で
う
）
、
黄
鐘
調
」
（
枕
草

子
上
。
と
こ
ろ
が
、
「
枕
草
子
』
に
い
う
琵
琶
の
「
調
べ
」
は
ま
さ
し
く
「
琵

琶
風
香
調
」
と
「
琵
琶
黄
鐘
調
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
注

の
「
黄
鐘
調
」
の
解
説
に
合
わ
ず
、
そ
の
た
め
注
は
内
的
矛
盾
を
孕
ん
で

い
る
。
（
筆
者
の
中
の
古
楽
譜
研
究
者
は
「
惜
し
い
」
と
咳
く
。
そ
し
て
、
「
確
信
は
持

て
な
い
が
、
紫
式
部
の
こ
と
だ
か
ら
、
き
っ
と
琵
琶
黄
鐘
調
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の

だ
ろ
う
」
と
想
像
す
る
。
）

「
宿
木
」
の
同
じ
場
面
の
続
き
に
、
琵
琶
秘
曲
の
極
め
て
特
殊
な
伝
承

に
関
わ
る
記
述
が
あ
る
。

後
の
音
楽
説
話
Ｓ
江
談
抄
』
「
古
事
談
」
「
十
訓
抄
』
「
平
家
物
語
』
等
）

で
は
、
こ
の
「
琵
琶
の
手
」
は
秘
曲
《
上
原
石
上
流
泉
》
の
こ
と
に
変
化

ひ
と
へ
ず

匂
宮
「
花
の
中
に
偏
に
」
と
謂
脈
」
た
ま
ひ
て
、
匂
宮
「
な
に
が
し
の

み
こ

ゆ
ふ
ぺ
－
－
－
－
－
－
－
１
－
－
－
－
－
－
－
－
－
砂
防
肝
－
－
－
－

嗅
仔
の
、
こ
の
花
め
で
た
る
夕
ぞ
か
し
、
い
に
し
へ
天
人
の
翔
川
ソ
て
、

け
ふ
そ
く

脇
息
に
寄
ｈ
ソ
か
か
り
て
ほ
の
か
に
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
、
い
と
見
ま

ほ
し
く
ら
う
た
げ
な
り
。

（
宿
木
、
⑤
四
六
五
）
８

琵
琶
の
手
教
へ
け
る
は
。
何
ご
と
も
浅
く
な
り
に
た
る
世
は
も
の
う

こ
と

し
や
」
と
て
、
御
琴
さ
し
置
き
た
ま
ふ
を
、
口
惜
し
と
思
し
て
、

（
宿
木
、
⑤
四
六
六
）



における絃楽器の曲種と調絃について｢源氏物語』

箏
の
琴
は
、
琵
琶
と
異
な
り
、
平
安
時
代
に
成
立
し
現
在
ま
で
伝
わ
る

楽
譜
史
料
が
少
な
く
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
内
容
を
知
る
に
は
二
世
紀
の

『
仁
智
要
録
』
を
使
用
す
る
し
か
な
い
。
琵
琶
同
様
、
独
奏
曲
と
合
奏
曲

の
大
別
が
あ
る
が
、
独
奏
曲
は
さ
ら
に
三
種
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

を
あ
は
せ

ほ
ぼ
調
絃
の
手
順
に
従
っ
て
各
絃
の
高
さ
を
確
か
め
て
い
く
「
緒
〈
ロ
」
、

か
き
あ
は
せ

各
調
絃
の
特
徴
を
示
す
「
擢
合
」
、
そ
し
て
よ
り
豊
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独

て
う
し

白
の
音
楽
的
内
容
を
持
つ
「
調
子
」
で
あ
る
。
ま
た
「
調
子
」
に
は
《
由

加
見
調
子
》
や
《
千
金
調
子
》
と
い
っ
た
独
自
の
名
称
が
付
く
。

し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
琵
琶
秘
曲
が
「
手
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
傍
証
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
手
を
授
け
た
の
が
天
人
な
の
か
、
唐
の

れ
ん
し
ょ
う
ぶ

琵
琶
博
士
廉
承
武
の
霞
》
な
の
か
、
授
け
ら
れ
た
「
な
に
が
し
の
皇
子
」

が
源
高
明
な
の
か
、
は
た
ま
た
村
上
天
皇
な
の
か
、
説
話
ら
し
い
バ
ラ
エ

テ
ィ
が
い
ろ
い
ろ
生
じ
て
い
く
。
因
み
に
《
上
原
石
上
流
泉
》
は
琵
琶
返

風
香
調
の
曲
で
、
同
じ
く
琵
琶
秘
曲
《
石
上
流
泉
》
の
編
曲
と
考
え
ら
れ

艇
・
楽
譜
の
初
出
は
二
世
紀
後
半
成
立
の
「
源
経
信
筆
琵
琶
譜
』
で
あ

（
４
）

る
。

四
箏
の
琴

（
巻
第
十
二
の
秘
曲
を
除
く
）

調
絃
に
関
し
て
は
、
琵
琶
に
似
た
事
情
で
あ
る
。
現
行
で
は
合
奏
の
調

子
と
箏
の
琴
の
調
絃
の
名
称
が
同
じ
で
、
わ
か
り
や
す
い
が
、
平
安
・
鎌

倉
時
代
で
は
箏
の
琴
独
自
の
調
絃
法
の
名
称
を
用
い
て
い
た
。
但
し
、
琵

い
ち
こ
つ
じ
よ
う
ち
ょ
う
ひ
ょ
う
じ
よ
う

琶
よ
り
も
一
般
的
な
調
絃
法
が
少
な
く
、
箏
一
官
越
性
調
、
箏
平
調
、
箏

た
い
し
き
ち
よ
う

大
食
調
の
一
二
種
の
調
絃
法
を
各
調
子
の
音
高
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
対
応

し
て
い
た
。
箏
の
琴
の
調
絃
名
と
合
奏
の
調
子
名
と
が
合
致
す
る
も
の
も
、

よ
く
似
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
箏
壱
越
性
調
／
壱
越
調
、
箏
平
調
／
平
調
、

箏
大
食
調
／
大
食
調
）
が
、
一
対
一
の
関
係
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
注

意
を
要
す
る
。

以
下
に
詳
述
す
る
が
、
『
源
氏
物
語
」
に
は
、
箏
の
琴
の
調
絃
に
関
連

し
て
現
れ
る
名
称
は
「
壱
越
調
」
、
「
平
調
」
、
お
よ
び
「
盤
渉
調
」
で
あ
り
、

合
奏
の
調
子
の
名
称
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
注
で
は
、

■

呂
律
一

■

９ 日本文學誌要第９２号

「
仁
智
要
録
』

八

九

緒
合
一
掻
合
一
調
子

独
奏
曲

’
○
五

唐
楽

高
麗
楽

合
奏
曲

箏
大
食
調

箏
平
調

箏
壱
越
性
調

箏
の
調
絃

呂 律 呂

L

､

呂
律

大
食
調
・
乞
食
調
（
主
音
Ｅ
）

高
麗
壱
越
調
（
主
音
Ｅ
）

平
調
（
主
音
Ｅ
）

黄
鐘
調
（
主
音
Ａ
）

盤
渉
調
（
主
音
Ｂ
）

高
麗
平
調
（
主
音
開
）

壱
越
調
・
沙
陀
調
（
主
音
Ｄ
）

双
調
（
主
音
Ｇ
）

水
調
（
主
音
Ａ
）

高
麗
双
調
（
主
音
Ａ
）

合
奏
（
笛
）
の
調
子



ま
ず
、
独
奏
曲
の
曲
種
「
擬
合
」
と
「
調
子
」
が
出
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
い
。
ま
た
、
「
ゆ
し
た
ま
ふ
御
手
つ
き
」
の
「
ゆ
」
に
、
楽
譜
で

用
い
ら
れ
て
い
る
「
由
」
字
を
当
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に

（
５
）

つ
い
て
は
、
以
前
別
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

「
中
の
細
緒
」
、
つ
ま
り
奏
者
に
最
も
近
い
内
側
の
「
巾
」
絃
が
切
れ
や

す
い
の
は
、
楽
器
が
高
い
調
絃
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
源

氏
は
平
調
に
調
絃
を
下
げ
て
、
「
擬
合
」
を
弾
い
て
か
ら
楽
器
を
紫
の
上

合
奏
の
調
子
の
解
説
を
加
え
て
い
る
の
で
、
概
ね
合
っ
て
い
る
。

な
お
、
「
紅
葉
賀
」
巻
に
は
、
箏
の
琴
の
調
絃
と
い
う
観
点
か
ら
考
え

る
と
た
い
へ
ん
面
白
い
場
面
が
あ
る
。
光
源
氏
が
、
ま
だ
小
さ
い
紫
の
上

に
箏
の
琴
を
、
笛
を
吹
き
な
が
ら
教
え
る
場
面
で
あ
る
。

せ
ば
か
り
弾
き
て
、
さ
し
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、
え
怨
じ
は
て
ず
い
と

う
つ
く
し
う
弾
き
た
ま
ふ
。
小
さ
き
御
ほ
ど
に
、
さ
し
や
り
て
ゆ
し

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｋ
－
－
－

た
ま
ふ
御
手
つ
き
い
と
う
つ
く
し
け
れ
ば
、
ら
う
た
し
と
田
心
し
て
、

ざ
と

笛
吹
き
鳴
ら
し
つ
つ
教
へ
た
ま
ふ
。
い
と
聡
く
て
、
か
た
き
調
子
ど

ひ
と

も
を
、
た
だ
一
わ
た
り
に
習
ひ
と
り
た
ま
ふ
。
お
ほ
か
た
、
ら
う
ら

き
す
ま
し
た
ま
へ
る
に
、

じ
ゃ
う
ず

ず
上
手
め
き
た
り
。

保
曾
呂
倶
世
利
と
い
ふ
も
の
は
、
名
は
憎
け
れ
ど
、

こ
と

ひ

。
：
．
と
て
、
人
召
し
て
、
御
琴
取
り
寄
せ
て
弾
か
せ
た
て
ま
つ
り
た

さ
う
こ
と
な
か
ほ
そ
を

ま
ふ
。
源
氏
「
箏
幼
騨
岻
、
中
の
細
緒
の
た
へ
が
た
き
こ
そ
と
こ
ろ

せ
け
れ
」
と
て
、
平
調
に
お
し
く
だ
し
て
調
べ
た
ま
ふ
。
掻
き
合
は

口
朶

の
は
、
名
は
憎
け
れ
ど
、
お
も
し
ろ
う
吹

か
は
う
し
た
が

掻
き
△
口
は
せ
ま
だ
若
け
れ
ど
、
拍
子
運
は

（
紅
葉
賀
、
①
三
一
一
一
一
～
一
一
一
一
一
）

こ
そ
と
こ
ろ

ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

な
お
、
「
盤
渉
調
に
合
は
せ
た
ま
ふ
掻
き
合
は
せ
な
ど
」
を
、
「
盤
渉
調
に

合
は
せ
た
ま
ふ
。
掻
合
な
ど
：
：
」
と
、
曲
種
表
記
の
変
更
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
調
絃
を
済
ま
せ
て
「
緒
合
」
で
確
か
め
た
り
な
ど
し
て
か
ら
「
援

合
」
を
弾
く
の
で
、
「
合
は
せ
た
ま
ふ
」
を
連
体
形
で
は
な
く
終
止
形
と

解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
現
れ
た
箏
の
琴
の
調

絃
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
よ
う
。

に
差
し
出
す
。
稽
古
が
し
ば
ら
く
続
い
て
か
ら
、
《
保
曾
呂
倶
世
利
》
と

い
う
、
高
麗
壱
越
調
曲
の
二
重
奏
と
な
る
。

さ
て
、
調
絃
に
つ
い
て
「
仁
智
要
録
』
で
確
認
す
る
と
、
平
調
よ
り
「
巾
」

絃
が
高
く
な
る
調
絃
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
よ
う
で
、
箏
壱
越
性
調
の
壱

越
調
で
あ
る
。
こ
れ
を
平
調
に
下
げ
る
こ
と
は
す
べ
て
の
絃
の
音
高
を
下

げ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
《
保
曾
呂
倶
世
利
》
の
演
奏
に
必
要
な
箏
大

食
調
に
す
る
に
は
、
平
調
の
三
・
四
・
六
・
九
絃
を
そ
れ
ぞ
れ
半
音
ず
つ

下
げ
る
。
当
時
の
調
絃
法
が
わ
か
る
者
に
は
、
十
分
想
像
で
き
る
記
述
で

あ
る
。

箏
の
琴
の
関
連
で
「
盤
渉
調
」
が
現
れ
る
の
は
二
回
で
あ
る
が
、
こ
れ

が
低
い
調
絃
で
、
絃
が
緩
く
張
っ
て
あ
る
時
に
適
し
て
い
る
事
情
が
、
琵

琶
の
節
で
も
取
り
上
げ
た
「
宿
木
」
巻
の
場
面
の
続
き
で
読
み
と
れ
る
。

う
ち
嘆
き
て
す
こ
し
調
べ
た
ま
ふ
。

に
合
は
せ
た
ま
ふ
掻
き
合
は
せ
な
ど
、

…

ゆ
る
ぴ
た
り
け
れ
ば
、
盤
渉
調

つ
ま
お
と

、
爪
二
日
を
か
し
げ
に
聞
こ
ゆ
。

（
宿
木
、
⑤
四
六
七
～
六
八
）

１０



『源氏物語』における絃楽器の曲種と調絃について

「
若
菜
下
」
巻
の
六
条
の
女
楽
の
場
面
で
は
、
箏
の
琴
の
絃
の
調
整
、
調

絃
の
手
順
、
「
掻
合
」
の
試
し
弾
き
の
流
れ
を
確
認
で
き
る
。

箏壱越性調笛壱越調・沙陀調主音，

壱
越
調
の
声
に
発
の
緒
を
立
て
て
、
ふ
と
も
調
べ
や
ら
で
さ
ぶ
ら
ひ

御
簾
の
下
よ
り
、
箏
の
御
琴
の
裾
す
こ
し
さ
し
出
で
て
、
源
氏
「
轆
慰

し
た

さ
う
こ
と
す
そ

を

し
き
や
う
な
れ
ど
、
こ
れ
が
緒
と
と
の
へ
て
調
べ
試
み
た
ま
へ
。
こ

う
と

》
」
に
ま
た
疎
き
人
の
入
る
べ
き
や
う
も
な
き
を
」
と
の
た
ま
へ
ぱ
、

た
ま
は

う
ち
か
し
こ
ま
り
て
賜
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
用
意
多
く
め
や
す
く
て
、

二三四五六七八九十斗為巾

箏平調 笛平調・性調 主音Ｅ

善三二三二三二=二三三三一＝
二三四五六七八九十斗為巾

箏大食調 笛高麗壱越調 主音Ｅ

二三四五六七八九十斗為巾

箏平調 笛盤渉調 主音Ｂ

善＝一二二二三三二二壱匡三
二三四五六七八九十斗為巾

源
氏
に
箏
の
琴
の
絃
の
調
整
を
依
頼
さ
れ
た
夕
霧
は
、
ま
ず
絃
の
張
り

具
合
を
確
認
し
て
か
ら
、
調
絃
の
手
順
で
第
一
に
行
う
「
発
の
緒
」
の
調

絃
を
行
っ
た
。

『
仁
智
要
録
』
巻
第
一
に
は
、
各
調
絃
の
手
順
を
細
か
く
記
し
て
お
り
、

壱
越
調
の
調
絃
、
箏
壱
越
性
調
に
お
い
て
は
、
次
の
順
に
調
絃
し
て
い
く
。

｜
↓
一
一
↓
三
↓
五
↓
六
↓
四
↓
七
↓
八
↓
九
↓
十
↓
斗
↓
為
↓
巾
。
最
初

の
音
は
、
笛
（
あ
る
い
は
笙
な
ど
）
の
音
に
合
わ
せ
て
か
ら
、
後
は
原
則

的
に
四
度
・
五
度
（
完
全
協
和
音
程
）
や
オ
ク
タ
ー
ヴ
（
絶
対
協
和
音
程
）
、

つ
ま
り
人
間
の
聴
覚
で
合
わ
せ
や
す
い
音
程
を
用
い
て
調
絃
す
る
。
女
楽

の
場
面
で
は
、
上
の
五
線
譜
の
「
箏
壱
越
性
調
笛
壱
越
調
・
沙
陀
調

主
音
Ｄ
」
の
調
絃
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
発
の
緒
」
は
第
一

絃
で
、
そ
の
音
程
は
，
（
壱
越
）
、
ま
た
第
二
・
五
・
十
絃
も
同
じ
主
音

Ｄ
で
あ
っ
た
。

夕
霧
は
、
発
の
緒
を
合
わ
せ
て
か
ら
、
遠
慮
深
く
そ
れ
以
上
の
調
絃
を

し
な
い
が
、
源
氏
に
か
ら
か
わ
れ
て
漸
く
調
絃
し
終
え
る
（
「
調
べ
は
２
）
。

調
絃
が
合
っ
て
い
る
こ
と
の
再
確
認
の
た
め
、
源
氏
に
言
わ
れ
た
通
り
、

掻
き
合
は
せ
ば
か
り
弾
き
て
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
つ
。

（
若
菜
下
、
④
一
八
八
～
八
九
）

惜
し
け
れ
」
と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。
調
べ
は
て
て
、
を
か
し
き
ほ
ど
に

ま
じ
か
ら
で
こ
そ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
夕
霧
「
さ
ら
に
、
今
日
の
御

遊
び
の
さ
し
い
ら
へ
に
ま
じ
ら
ふ
ば
か
り
の
手
づ
か
ひ
な
む
お
ぼ
え

け
し
き

ず
は
く
り
け
る
」
と
気
色
ば
み
た
ま
ふ
。
源
氏
「
さ
も
あ
る
こ
と
な

を
む
な
が
く
こ
と

れ
ど
、
女
楽
に
え
一
百
ま
ぜ
で
な
む
逃
げ
に
け
る
と
伝
は
ら
む
名
こ
そ

た
ま
へ
ぱ
、
源
氏
「
な
ほ
掻
き
合
は
せ
ば
か
り
は
、
手
一
つ
、
す
さ

1１ 日本文學誌要第９２号



『
紫
式
部
日
記
」
の
内
容
か
ら
本
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
な

箏
の
琴
、
和
琴
、
琵
琶
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
作
者
に
琴
の
琴
と
の
接
点

が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
楽
器
の

実
物
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
限
ら
な
い
と
思
う
が
、
「
源
氏

物
語
」
に
お
け
る
、
琴
の
琴
の
音
に
関
わ
る
非
現
実
的
な
記
述
か
ら
、
そ

の
音
を
耳
に
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
音
量
の
極
め
て

小
さ
な
こ
の
楽
器
の
音
が
、
風
に
乗
っ
て
も
光
源
氏
の
手
か
ら
舟
に
乗
っ

て
須
磨
の
海
岸
を
通
っ
て
い
く
五
節
の
君
の
と
こ
ろ
へ
届
い
た
り
（
須
磨
、

を
か
く

②
一
一
○
四
）
、
明
石
で
は
「
か
の
岡
辺
の
家
」
に
い
る
明
石
の
人
々
の
と

こ
ろ
へ
届
い
た
り
（
明
石
、
②
二
四
○
）
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
絃
楽

器
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
た
非
現
実
的
な
描
写
は
な
い
。
琴
の
琴
に
は
特

別
な
象
徴
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
虚
構
で
あ
れ
ば
超
自
然
的
な
力
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
、
と
反
論
さ
れ
そ
う
だ
が
、
一
○
世
紀

に
お
け
る
実
際
の
音
楽
史
の
流
れ
を
考
え
る
と
、
琴
の
琴
に
関
わ
る
記
述

が
不
自
然
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
以
前
に
こ
の
「
日

本
文
学
誌
要
」
で
も
述
べ
た
通
り
、
「
御
遊
抄
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
御

遊
で
の
琴
の
琴
の
演
奏
例
は
、
醍
醐
・
村
上
天
皇
の
時
代
に
集
中
し
て
お

り
、
最
も
遅
い
例
は
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
正
月
二
一
一
一
日
の
内
宴
に
お
け

（
６
）

る
重
明
親
王
（
九
○
一
ハ
ー
五
四
）
の
弾
琴
で
あ
る
。
紫
式
部
の
生
ま
れ
る

か
な
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
琴
の
琴
の
曲
名
も
、
琴
の
琴
独
自
の
演
奏
手
法
と
思
わ
れ

「
擬
合
」
の
「
手
一
つ
」
演
奏
し
、
楽
器
を
返
す
の
で
あ
る
。

き
ん
こ
と

五
琴
の
琴

る
名
称
も
「
源
氏
物
語
」
の
本
文
に
現
れ
る
の
で
、
書
承
に
せ
よ
口
承
に

．
（
７
）

せ
よ
、
専
門
知
識
を
得
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
に
お

い
て
は
他
楽
器
と
同
様
、
楽
譜
史
料
に
お
け
る
曲
種
と
調
絃
の
問
題
に
焦

点
を
当
て
て
論
を
進
め
る
。

琴
の
琴
の
楽
譜
が
数
多
く
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
日
本

国
見
在
書
目
録
』
（
藤
原
佐
世
、
八
九
一
年
頃
）
「
楽
家
」
項
に
、
「
琴
徳

譜
五
巻
」
「
雑
琴
譜
百
廿
巻
」
な
ど
、
琴
の
琴
関
連
と
思
し
い
書
物
が
、

（
８
）

他
の
楽
器
よ
り
も
多
く
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
現
存
す
る
楽

け
つ
せ
さ

譜
史
料
に
は
、
遣
唐
使
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
「
砺
石

ち
よ
う
ゆ
う
ら
ん

調
幽
蘭
第
五
」
が
あ
る
。
日
本
に
伝
わ
る
最
古
の
楽
譜
と
し
て
っ
と
に

有
名
だ
が
、
内
容
は
《
幽
蘭
》
一
曲
の
楽
譜
（
弾
き
方
を
文
章
で
表
す
「
文

章
譜
」
）
と
、
巻
末
の
曲
名
一
覧
の
み
で
あ
る
。
次
に
古
い
琴
譜
に
は
、

中
国
に
伝
わ
る
断
片
的
な
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
曲
種
や
調
絃
の
在

り
方
を
知
る
の
に
必
要
な
量
を
備
え
た
楽
譜
に
は
、
一
五
世
紀
前
半
に
出

版
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
神
奇
秘
譜
」
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
。
手
」
と
「
曲
」
」
で
述
べ
た
通
り
、
琴
の
琴
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

は
、
特
定
の
調
絃
も
し
く
は
旋
法
の
旋
律
的
特
徴
を
表
す
短
い
も
の
、
お

よ
び
標
題
的
な
曲
名
を
持
っ
た
、
よ
り
長
い
も
の
か
ら
成
る
。
「
神
奇
秘
譜
」

の
楽
譜
で
は
、
前
者
は
例
え
ば
《
神
品
宮
意
》
の
よ
う
に
「
意
」
字
を
付

し
、
せ
い
ぜ
い
四
～
六
行
の
長
さ
で
あ
り
、
一
方
、
後
者
は
、
短
い
も
の

は
一
○
行
程
度
だ
が
、
大
曲
《
広
陵
散
》
は
二
○
○
行
を
優
に
超
え
る
。

な
お
、
「
砺
石
調
幽
蘭
第
五
』
の
末
尾
曲
目
一
覧
で
、
例
え
ば
《
千
金
調
》

の
よ
う
に
「
調
」
字
を
付
す
も
の
を
前
者
と
看
倣
し
、
「
神
奇
秘
譜
』
で
「
意
」

字
を
付
す
も
の
と
同
類
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
両
史
料
の
曲
種
の
総

数
は
次
表
の
通
り
に
な
る
。
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『源氏物語』における絃楽器の曲種と調絃について

『
源
氏
物
語
』
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
曲
種
の
対
比
も
、
そ
し
て
楽

譜
が
複
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
、
「
若
菜
下
」
巻
女
楽
の
場
面
で
の
、

次
の
源
氏
の
発
言
か
ら
読
み
取
れ
る
。
た
だ
、
音
楽
用
語
に
は
暖
昧
さ
が

あ
っ
て
、
解
釈
が
や
や
難
し
い
。

「
琴
の
音
を
基
準
と
し
な
か
っ
た
ら
、
ど
の
楽
器
を
用
い
て
音
を
整
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
琴
の
琴
の
重
要
性
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
探

究
が
実
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
「
調
べ
ひ
と
つ
に
手

を
尽
く
す
」
と
は
、
「
手
」
の
多
義
性
も
手
伝
っ
て
、
「
特
定
の
調
絃
に
お

知
る
し
る
べ
と
は
せ
む
。
（
中
略
）
調
べ
ひ
と
つ
に
手
を
弾
き
尽
く

き
ん
ね

源
氏
「
（
前
略
）
琴
の
立
日
を
離
れ
て
は
、
何
ご
と
を
か
物
を
と
と
の
へ

し
ら

ベ
、
わ
づ
ら
は
し
き
曲
多
か
る
を
、
心
に
入
り
し
盛
り
に
は
、
世
に

ふ

あ
り
と
あ
り
、
こ
こ
に
伝
は
り
た
る
譜
と
い
ふ
も
の
の
限
り
を
あ
ま

の
ち
の
ち

ね
く
見
あ
は
せ
て
、
後
々
は
師
と
す
べ
き
人
も
な
く
て
な
む
、
好
み

習
ひ
し
か
ど
、
な
ほ
上
が
り
て
の
人
に
は
、
当
た
る
べ
く
も
あ
ら
じ

の
ち

を
や
。
ま
し
て
胸
こ
の
後
と
い
ひ
て
は
、
伝
は
る
べ
き
末
も
な
き
、

い
と
あ
は
れ
に
な
む
」
な
ど
の
た
ま
へ
ぱ
、
（
後
略
）

（
若
菜
下
、
④
一
九
九
～
二
○
○
）

さ
む
｝
」
と
だ
に
、
量
別
も
な
き
物
な
な
り
。
い
は
ん
や
、
多
く
の
調

は
か

fＬ

け
る
す
べ
て
の
短
い
曲
」
と
も
取
れ
る
し
、
上
記
の
「
賜
石
調
幽
蘭
第
五
」

末
尾
曲
目
一
覧
に
お
け
る
「
調
」
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
「
調
絃
（
も

し
く
は
旋
法
）
の
特
徴
を
示
す
特
定
の
短
い
曲
に
お
け
る
す
べ
て
の
手
法
」

と
も
取
れ
る
。
「
多
く
の
調
べ
、
わ
づ
ら
は
し
き
曲
多
し
」
に
お
い
て
も
「
調

べ
」
は
調
絃
と
も
短
い
曲
と
も
取
れ
て
、
解
釈
が
難
し
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
調
絃
（
調
子
）
も
面
倒
な
曲
も
多
い
か
ら
、
世
の
中
に
存
在
し
、

ま
た
日
本
に
伝
わ
っ
た
す
べ
て
の
譜
を
見
合
わ
せ
て
も
、
師
を
尋
ね
尽
く

し
て
も
、
昔
の
人
に
匹
敵
す
る
は
ず
も
な
く
、
伝
わ
る
子
孫
も
な
い
の
が

心
寂
し
い
、
と
源
氏
は
語
っ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
琴
の
琴
の
調
絃
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
、
楽
譜
史
料
に
限
界

が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
時
代
的
に
か
な
り
下
っ
て
し
ま
う
楽
譜
史
料
に
拠

ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
は
、
「
神
奇
秘
譜
』
に
お
け

る
調
絃
を
調
査
し
た
結
果
、
長
い
こ
と
議
論
の
的
と
な
っ
た
「
源
氏
物
語
』

の
表
現
法
の
一
つ
を
考
え
る
た
め
の
材
料
が
得
ら
れ
た
の
で
、
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

琴
の
琴
に
は
、
基
本
と
な
る
調
絃
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
正
調
」
と
呼
ん

で
い
る
。
「
神
奇
秘
譜
」
で
は
、
こ
の
基
本
調
絃
に
対
し
て
、
例
え
ば
「
慢

商
」
（
第
二
絃
を
下
げ
る
）
、
「
緊
羽
」
（
第
五
絃
を
上
げ
る
）
の
よ
う
に
、

基
本
調
絃
と
異
な
る
調
絃
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
得
ら
れ
る
か
が
説
明
さ

れ
て
お
り
、
各
調
絃
に
独
自
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
表
に
ま
と
め

（
９
）

る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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調
絃
法
が
全
部
で
八
種
類
あ
る
が
、
多
く
の
曲
は
や
は
り
基
本
調
絃
の

正
調
で
演
奏
さ
れ
る
。
「
神
奇
秘
譜
』
で
は
こ
の
調
絃
を
用
い
て
、
「
宮
調
」

「
商
調
」
「
角
調
」
「
徴
調
」
お
よ
び
「
羽
調
」
の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
同
じ
正
調
と
い
う
調
絃
で
、
違
っ
た
性
質
を
持
っ
た
五
つ
の
旋
法

の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
旋
法
を
紹
介
す
る
短

い
曲
が
、
全
部
で
七
つ
用
意
さ
れ
て
い
る
（
《
神
品
宮
意
ｘ
神
品
商
意
》
《
神

品
古
商
意
》
《
神
品
角
意
》
《
神
品
徴
意
》
《
徴
意
》
《
神
品
羽
意
》
）
。
ま
た

そ
の
他
の
調
絃
に
も
や
は
り
別
々
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

調
絃
の
一
覧
を
眺
め
る
と
一
つ
の
興
味
深
い
現
象
に
気
付
く
。
八
種
類

あ
る
調
絃
で
唯
一
音
が
変
ら
な
い
の
は
、
第
四
絃
（
徴
）
、
つ
ま
り
七
絃

の
真
中
の
絃
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
「
明

石
」
・
「
松
風
」
巻
に
お
け
る
、
光
源
氏
と
明
石
の
君
と
の
和
歌
の
贈
答
で

あ
ろ
う
。
明
石
で
の
別
れ
に
際
し
て
、
懐
妊
し
た
明
石
の
君
に
琴
の
琴
を
、

羽
を
上
げ
る

商
・
羽
を
上
げ
る

商
・
羽
・
武
を
上
げ
る

宮
ｑ
角
・
文
を
下
げ
る

宮
を
下
げ
羽
を
上
げ
る

角
を
下
げ
る

商
を
下
げ
る

三
年
ほ
ど
経
っ
て
、
再
会
の
折
に
、
形
見
と
し
て
源
氏
が
残
し
た
琴
の

琴
を
、
明
石
の
君
が
差
し
出
す
。
す
る
と
、
調
絃
が
変
っ
て
い
な
い
。

次
に
逢
う
ま
で
の
形
見
と
し
て
残
す
。

こ
と

御
琴
竺
ご
し
出
で
た
り
。
そ
こ
は
か
と
些

か

忍
び
た
士
全
は
で
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。

返
し
そ
の
を
り
今
の
心
地
し
た
ま
ふ
。

女
、

こ
の
音
違
は
い
さ
き
に
必
ず
あ
ひ
見
む
」
と
頼
め
た
ま
ふ
め
り
。
さ

れ
ど
、
た
だ
別
れ
む
ほ
ど
の
わ
り
な
さ
を
思
ひ
む
せ
た
る
も
い
と
こ

と
わ
り
な
り
。

（
明
石
、
②
二
六
六
～
六
七
）

ち
き

き
ん

心
の
限
ｈ
ソ
行
く
先
の
契
胴
ソ
を
の
み
し
た
ま
ふ
。
源
氏
「
琴
は
ま
た
掻

き
合
は
す
る
ま
で
の
形
見
に
」
と
の
た
ま
ふ
。
女
、

ひ
と

‐
ね

な
ほ
ざ
ｈ
ソ
に
頓
め
お
く
め
る
－
こ
と
を
つ
き
せ
ぬ
宰
臼
に
や
か
け

て
し
の
ば
ん

言
ふ
と
も
な
き
口
ず
さ
び
を
恨
み
た
ま
ひ
て
、

ｂ
を

よ
き
ん

あ
り
し
夜
の
こ
と
思
し
出
で
ら
る
る
を
り
過
〈
、
さ
ず
、
か
の
琴
の

こ
と

琴
ざ
し
出
で
た
り
。
そ
こ
は
か
と
な
く
ｊ
Ｄ
の
あ
は
れ
な
る
に
、
え

源
氏
契
り
し
に
か
は
ら
ぬ
こ
と
の
し
ら
べ
に
て
絶
え
ぬ
こ
こ
ろ

源
氏
「
逢
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契
る
中
の
緒
の
し
ら
べ
は
こ
と

変
は
ら
じ
と
契
り
し
こ
と
を
た
の
み
に
て
松
の
ひ
び
き
に
音
を

そ
へ
し
か
な

に
変
ら
ざ
ら
な
む

の
ほ
ど
は
知
り
き
や

あ

ま
だ
調
べ
も
変
ら
ず
、
ひ
きね

1４

黄
鐘
調

慢
宮
調

姑
洗
調

凄
涼
調

蕊
賓
調

'慢
角
調

慢
商
調

正
調

Ｃ C＃ ， ， ， ， ， ， 宮 ￣

Ｅ Ｅ Ｆ Ｆ Ｅ Ｅ ， Ｅ 商

Ｇ F＃ Ｇ Ｇ Ｇ F＃ Ｇ Ｇ 角
一

一

－－

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 徴 四

Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 羽 五

． c＃ ． ． 。 。 ． 。 文 六

ｅ ｅ ｆ ｅ ｅ ｅ ｅ ｅ 武 七

絃



｢源氏物語』における絃楽器の曲種と調絃について

「
松
風
」
巻
の
和
歌
贈
答
に
「
中
の
緒
」
と
い
う
表
現
こ
そ
現
れ
な
い
が
、

調
絃
が
変
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
二
人
の
仲
が
変
ら
な
い
こ
と
を
象
徴
し

て
い
る
。
思
う
に
、
琴
の
琴
の
調
絃
に
お
い
て
中
の
緒
（
第
四
絃
）
の
音

高
が
変
ら
な
い
こ
と
が
象
徴
的
に
理
解
さ
れ
る
段
階
を
経
て
、
琴
の
琴
の

演
奏
伝
承
が
途
絶
え
て
も
、
中
の
緒
の
み
な
ら
ず
、
調
絃
そ
の
も
の
が
変

ら
な
い
こ
と
が
、
心
変
り
が
し
な
い
こ
と
の
象
徴
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
『
源

氏
物
語
』
「
横
笛
」
巻
で
夕
霧
が
落
葉
の
宮
を
尋
ね
る
場
面
（
④
三
五
五
、

三
五
九
）
で
の
用
例
の
よ
う
に
、
琴
の
琴
以
外
の
絃
楽
器
で
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
二
節
「
「
手
」
と
「
曲
」
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
和
琴
は
即
興
演
奏

を
旨
と
す
る
楽
器
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
安
時
代
成
立
の
楽
譜
史
料

が
存
在
す
る
は
ず
も
な
く
、
本
稿
で
各
楽
器
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
行
っ
た

考
察
を
和
琴
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
曲
種
に
関
し
て
は
、
琵

琶
・
箏
の
琴
同
様
、
「
掻
合
」
な
ど
「
手
」
類
の
独
奏
曲
も
あ
り
、
ま
た

合
奏
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
内
容
を
考

察
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。

調
絃
に
関
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
具
体
的
な
考
察
は
で
き
な
い

も
の
の
、
「
源
氏
物
語
」
に
は
、
調
絃
も
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る

場
面
が
あ
る
。
第
二
節
で
検
討
し
た
、
源
氏
の
四
十
賀
の
御
遊
の
場
面
の

一ハ と
聞
こ
え
か
は
し
た
る
も
似
げ
な
か
ら
ぬ
こ
そ
は
、
身
に
余
り
た
る

あ
り
さ
ま
な
め
れ
・

（
松
風
、
②
四
一
四
）

和
琴

こ
こ
に
は
、
太
政
大
臣
（
往
年
の
頭
中
将
）
と
衛
門
督
（
柏
木
）
親
子

が
、
現
代
風
に
い
え
ば
和
琴
の
「
高
低
二
部
合
奏
」
を
行
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
場
面
は
「
返
り
声
」
（
呂
か
ら
律
へ
の
変
化
）
前
の
演
奏
な

の
で
、
調
子
は
呂
で
あ
ろ
う
。
試
し
に
双
調
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
調

絃
は
ま
ず
和
琴
の
六
絃
の
う
ち
の
五
本
を
双
調
に
お
け
る
呂
の
五
音
（
Ｇ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
）
に
合
わ
せ
、
残
り
の
一
本
を
ま
た
主
音
の
Ｇ
に
合
わ
せ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
配
置
な
ど
に
つ
い
て
は
知
る
由
も
な
い
。

「
源
氏
物
語
」
の
本
文
で
和
琴
の
調
絃
に
つ
い
て
明
白
に
述
べ
る
の
は
、

和
琴
の
独
奏
、
も
し
く
は
歌
の
伴
奏
の
場
合
が
多
い
。
三
種
類
の
調
絃
が

認
め
ら
れ
る
。

続
き
で
あ
る
。

し
き
ま
で
響
く
。
父
大
臣
は
、
琴
の
緒
も
い
と
綾
に
張
り
て
、
い
た

ｌ
膿
ト
ー
１
１
１

－

律
五
例
帯
木
（
①
七
八
～
七
九
『
少
女
（
③
三
六
～
一
一
一
七
）
、

常
夏
（
③
一
一
二
九
～
一
一
一
一
一
）
、
横
笛
（
④
一
一
一
五
一
一
一

～
五
四
）
、
蜻
蛉
（
⑥
二
七
二
）

あ
づ
ま
二
例
花
散
里
（
②
一
五
四
）
、
真
木
柱
（
③
三
九
二
～

れ
は
、
い
と
わ
ら
ら
か
に
上
る
音
の
、
な
つ
か
し
く
愛
敬
づ
き
た
る

み
こ

を
、
い
と
か
う
し
も
は
聞
こ
え
ざ
り
し
を
、
と
親
王
た
ち
も
鴬
き
た

ま
ふ
。

（
若
菜
上
、
④
五
九
～
六
○
）

カ
カ

（
前
略
）
心
に
ま
か
せ
て
、
た
だ
掻
き
合
は
せ
た
る
す
が
掻
き
に
、

ね
と
と
の

た
へ

よ
る
づ
の
物
の
音
調
へ
ら
れ
た
る
は
、
妙
に
お
ｊ
、
し
ろ
く
、
あ
や

。

1５ 日本文學誌要第９２号



古
楽
譜
ノ
ー
ト

琵
琶

◇
正
倉
院
文
書
紙
背
琵
琶
譜
、
い
わ
ゆ
る
「
天
平
琵
琶
譜
』
天
平
一
九

年
（
七
四
七
）
の
日
付
の
あ
る
正
倉
院
古
文
書
の
紙
背
に
あ
る
楽
譜
の

断
簡
。
楽
譜
は
六
行
の
み
。
短
い
「
緒
合
」
（
も
し
く
は
「
擬
合
」
）
と

後
世
の
《
黄
鐘
調
二
手
》
に
類
似
す
る
「
調
」
の
冒
頭
部
分
か
ら
成
る
。

◇
『
琵
琶
諸
調
子
品
」
唐
の
開
成
三
年
（
八
三
八
、
承
和
五
年
）
、
揚
州

平
安
時
代
の
音
楽
に
関
し
て
、
不
明
な
点
も
あ
っ
て
、
類
推
の
域
を
出

な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
代
に
成
立
し
た

楽
譜
も
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
い
手
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ

ま
で
の
多
く
の
注
釈
で
は
、
情
報
源
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
根
拠
も
な

い
珍
説
が
作
り
出
さ
れ
た
中
世
・
近
世
の
古
注
釈
を
無
批
判
に
引
き
継
い

だ
り
、
楽
譜
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
調
査
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
場
合
も

多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
曲
種
な
ど
の
音
楽
用
語
に
つ
い
て
は
、
楽
譜
で

の
表
記
を
採
用
し
、
絃
楽
器
の
調
絃
に
つ
い
て
は
、
調
子
と
調
絃
と
を
混

同
す
る
よ
う
な
記
述
を
極
力
避
け
る
よ
う
、
校
注
を
行
う
方
々
に
切
に
願

い
た
い
も
の
で
あ
る
。

「
あ
づ
ま
」
は
ど
ん
な
調
絃
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

九
三
）
、

呂
一
例
紅
梅
（
⑤
七
二

に
て
琵
琶
博
士
の
廉
承
武
よ
り
、
承
和
の
遣
唐
使
に
加
わ
っ
た
准
判
官

藤
原
貞
敏
（
八
○
七
～
六
七
）
に
伝
え
ら
れ
た
調
子
（
手
）
の
楽
譜
集
。

伝
本
で
は
、
「
南
宮
琵
琶
譜
』
に
合
写
さ
れ
て
い
る
。
次
項
参
照
。

◇
「
南
宮
琵
琶
譜
」
延
喜
一
一
一
年
（
九
二
一
）
、
宇
多
法
皇
の
勅
定
に
よ
り
、

南
宮
貞
保
親
王
（
八
七
○
～
九
二
四
）
が
敦
実
親
王
（
八
九
一
一
一
～
九
六

七
）
に
「
秘
手
」
の
伝
授
を
行
な
っ
た
際
の
伝
授
譜
。
写
本
”
①
宮
内

庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
旧
蔵
、
通
称
「
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
宍
平
安
中
期
二

一
世
紀
頃
か
）
写
。
②
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
旧
蔵
、
通
称
「
院
禅

本
」
、
院
禅
に
よ
る
治
暦
五
年
二
○
六
九
）
の
写
本
の
転
写
本
、
南

北
朝
期
写
。

◇
「
源
経
信
筆
琵
琶
譜
』
詩
歌
管
絃
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
著
明
だ
っ
た

源
経
信
二
○
一
六
～
九
七
）
自
筆
の
楽
譜
集
。
「
手
」
の
類
一
七
種
、

唐
楽
曲
一
八
曲
。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。

◇
「
三
五
要
録
」
妙
音
院
藤
原
師
長
（
一
一
一
一
一
八
～
九
一
一
）
の
撰
に
よ
る
、

一
二
巻
か
ら
な
る
楽
譜
集
成
。
平
安
時
代
末
期
に
お
け
る
琵
琶
の
演
奏

伝
承
の
ほ
ぼ
す
べ
て
（
調
絃
法
、
「
手
」
の
類
、
催
馬
楽
、
唐
楽
、
高

麗
楽
）
を
記
録
。
今
回
用
い
た
写
本
卵
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
伏
見
宮
家

旧
蔵
。

筆
の
琴

◇
「
仁
智
要
録
』
妙
音
院
藤
原
師
長
の
撰
に
よ
る
、
一
二
巻
か
ら
な
る
箏

の
楽
譜
集
成
。
『
三
五
要
録
』
と
対
を
な
し
、
編
集
方
針
を
ほ
ぼ
同
じ

く
す
る
。
今
回
用
い
た
写
本
卵
上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
、

江
戸
後
期
書
写
、
平
戸
藩
楽
歳
堂
旧
蔵
。

琴
の
琴

◇
「
砺
石
調
幽
蘭
第
五
』
中
国
、
梁
末
期
の
弾
琴
の
名
手
、
丘
公
（
？
～

1６



『源氏物語」における絃楽器の曲種と調絃について

五
九
○
）
作
と
伝
え
る
「
琴
譜
』
を
抜
書
き
し
た
も
の
。
琴
曲
《
幽
蘭
》

の
弾
奏
法
を
文
章
で
記
す
。
唐
代
初
期
（
七
～
八
世
紀
）
の
書
写
本
で
、

巻
首
の
補
筆
部
分
も
、
唐
代
の
書
写
ら
し
い
。
「
源
氏
物
語
」
関
係
の

レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
末
尾
の
曲
目
一
覧
の
中
に
《
胡

茄
調
》
に
加
え
て
、
「
胡
茄
五
弄
」
と
呼
ば
れ
る
《
登
瀧
》
《
望
秦
》
《
竹

吟
風
》
《
哀
松
路
》
《
悲
漢
月
》
が
あ
る
。
京
都
の
神
光
院
に
伝
来
し
、

現
在
東
京
国
立
博
物
館
蔵
。
研
究
函
山
寺
美
紀
子
『
国
宝
「
砺
石
調
幽

蘭
第
五
」
の
研
究
」
（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
○
一
二
年
一
一
月
）
。

◇
「
神
奇
秘
譜
』
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
琴
譜
で
、
琴
独
自
の
記
譜
体
系
「
減

字
譜
」
を
用
い
る
。
寧
王
の
朱
権
（
一
三
七
八
～
一
四
四
八
）
編
纂
。

初
版
は
洪
煕
元
年
二
四
二
五
）
刊
と
さ
れ
る
（
嘉
靖
本
序
）
が
、
現

存
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
現
存
の
第
二
版
は
嘉
靖
年
間
（
一
五
一
三

～
六
六
）
、
第
三
版
は
万
暦
年
間
（
一
五
七
一
一
一
～
一
六
二
○
）
に
刊
行

さ
れ
た
。
「
源
氏
物
語
』
関
係
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、

第
一
巻
「
太
古
神
品
上
巻
」
に
は
《
広
陵
散
》
（
慢
商
調
）
と
《
小
胡
茄
》

（
黄
鐘
調
）
が
あ
り
、
第
三
巻
「
霞
外
神
品
下
巻
」
に
は
《
龍
朔
操
》
（
旧

名
《
昭
君
怨
琶
と
《
大
胡
筋
》
（
と
も
に
黄
鐘
調
）
が
あ
る
。
影
印
（
上

海
図
書
館
蔵
、
嘉
靖
本
旨
文
化
部
文
学
芸
術
研
究
院
音
楽
研
究
所
・

北
京
古
琴
研
究
会
編
「
琴
曲
集
成
」
第
一
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
八

年
一
二
月
。

Ｔ注
、－〆

拙
論
「
レ
ク
チ
ャ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
平
安
時
代
の
箏
（
そ
う
の
こ
と
）

ｌ
失
わ
れ
た
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
編
『
日

本
文
学
は
ど
こ
に
行
く
の
か
ｌ
日
本
文
学
研
究
の
可
能
性
‐
生
、
八
一

～
一
二
一
頁
。
二
○
○
八
年
一
一
一
月
）
参
照
。

（
２
）
拙
論
「
雅
楽
古
譜
と
そ
の
解
読
に
お
け
る
諸
問
題
ｌ
主
と
し
て
琵
琶

譜
に
つ
い
て
ｌ
」
（
蒲
生
郷
昭
他
編
『
伝
承
と
記
録
」
、
一
七
～
四
二
頁
。

岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
九
月
。
［
岩
波
講
座
『
日
本
の
音
楽
・
ア
ジ
ア

の
音
楽
』
第
四
巻
］
）
、
．
Ｒ
の
の
口
の
の
日
昏
の
巨
臼
Ｒ
の
庁
昌
・
ロ
・
【
ロ
。
斤
呂
○
口

台
Ｈ
両
脇
（
シ
の
一
目
］
自
①
の
ｅ
ｓ
ｐ
へ
』
ミ
ロ
）
四
の
Ｒ
の
の
①
。
＆
旨
の
８
［
①
の

。
｛
ｓ
：
唇
岳
（
・
弓
の
扉
昏
８
員
豆
の
、
．
。
（
上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽

史
研
究
所
年
報
『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
八
号
、
巻
末
一
～
四
一
頁
。

二
○
一
二
年
九
月
）
参
照
。

（
３
）
琵
琶
秘
曲
と
そ
の
復
元
試
演
に
つ
い
て
は
、
拙
論
。
秘
曲
尽
く
し
」

再
現
ｌ
「
文
机
談
」
に
見
え
る
秘
曲
を
聴
く
ｌ
」
（
磯
水
絵
編
『
今
日

は
一
日
、
方
丈
記
」
、
二
○
六
～
二
一
一
頁
。
新
典
社
、
二
○
一
一
一
一
年
一

○
月
。
付
録
「
秘
曲
尽
く
し
」
再
現
演
奏
Ｃ
Ｄ
）
参
照
。

（
４
）
《
上
原
石
上
流
泉
》
に
関
わ
る
音
楽
説
話
の
出
所
が
ま
さ
に
『
源
氏
物
語
」

の
こ
の
記
述
に
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し

た
い
と
思
う
。

（
５
）
注
（
１
）
の
拙
論
に
加
え
て
、
拙
論
「
ヨ
源
氏
物
語
』
の
音
楽
を
読
む

ｌ
現
実
と
虚
構
、
準
拠
と
創
作
ｌ
」
（
芳
賀
徹
企
画
・
総
監
修
、
伊
井

春
樹
監
修
「
源
氏
物
語
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
集
成
』
、
一
七
二
～
八
○
頁
。

二
○
○
九
年
一
一
一
月
）
も
参
照
。

（
６
）
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
、
天
野
紀
代
子
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
．
Ｇ
・
ネ
ル

ソ
ン
、
阿
部
真
弓
コ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
『
源
氏
物
語
」
の
魅
力
」
（
『
日

本
文
学
誌
要
」
第
七
七
号
、
二
～
一
一
一
一
一
一
頁
。
二
○
八
年
一
一
一
月
）
、
特
に

一
一
一
二
頁
参
照
。

（
７
）
例
え
ば
、
光
源
氏
が
「
明
石
」
巻
で
弾
く
「
広
陵
」
（
②
二
四
○
）
は
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（
９
）

〆－，

８
、－〆

琴
曲
《
広
陵
散
》
の
略
称
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽

第
一
絃
を
，
（
壱
越
）
と
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
あ
く
ま
で
も
「
理

の
場
面
で
女
三
宮
が
弾
く
曲
名
や
演
奏
手
法
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ

論
上
の
可
能
性
」
を
考
慮
し
た
仮
定
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
す
る
こ
と

：
卜

て
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
④
二
○
一
）
が
「
琴
は
、
五

に
よ
っ
て
、
日
本
の
唐
楽
で
用
い
ら
れ
る
調
子
の
主
音
（
Ｄ
Ｅ
Ｇ
Ａ
Ｂ
）

か

側
口
調
剣
、
あ
ま
た
の
手
の
輔
に
、
心
と
ど
め
て
か
な
ら
ず
弾
き
た
ま

の
す
べ
て
が
、
琴
の
琴
の
基
本
調
絃
に
揃
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

は
ち

ふ
べ
き
。
利
口
掴
を
、
い
と
お
も
し
ろ
く
す
ま
し
て
弾
き
た
ま
ふ
」
と

だ
か
ら
こ
そ
源
氏
が
琴
の
琴
の
音
を
、
音
を
整
え
る
基
準
と
す
べ
き
だ

：
‐
ド
ド
ー
ー
Ｉ

す
る
本
文
を
、
「
琴
は
、
胡
歌
の
調
べ
、
あ
ま
た
の
手
の
中
に
、
心
と

と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
想
像
を
暹
し
く
す
る
。

ば
ら

ど
め
て
か
な
ら
ず
弾
き
た
ま
ふ
べ
き
刊
１
司
例
濁
刺
を
、
い
と
お
も
し

ろ
く
澄
ま
し
て
弾
き
た
ま
ふ
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
上
原
作
付
記
“
本
稿
は
］
昭
の
科
学
研
究
費
図
＆
『
二
届
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
琵
琶
古
楽

和
の
考
証
に
よ
る
説
に
、
ほ
ぼ
従
い
た
い
（
「
は
ら
」
は
「
は
つ
ら
つ
」

譜
の
独
奏
曲
Ｉ
失
わ
れ
た
演
奏
伝
承
の
「
再
生
」
に
む
け
て
ｌ
」
の
研

の
「
っ
」
の
無
表
記
）
・
上
原
作
和
「
『
源
氏
物
語
」
の
械
餓
批
判
ｌ

究
成
果
を
一
部
含
む
。

テ
ク
ス
ト

河
内
本
本
文
の
二
日
楽
描
写
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七

七
ノ
ー
、
一
○
六
～
一
四
頁
。
特
集
・
文
と
文
章
の
諸
相
。
二
○
○
六

（
の
肴
ご
§
Ｏ
・
豈
回
ｎ
ｍ
○
三
・
本
学
教
授
）

年
一
月
）
参
照
。
た
だ
し
、
琴
の
演
奏
手
法
の
「
は
つ
ら
つ
」
に
関
し

て
は
、
《
幽
蘭
》
譜
で
用
い
ら
れ
る
「
発
刺
」
と
い
う
表
記
が
、
後
世

の
譜
で
用
い
ら
れ
る
「
溌
刺
」
よ
り
も
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
《
幽
蘭
》

譜
に
お
け
る
「
発
刺
」
の
用
例
は
、
山
寺
美
紀
子
の
翻
刻
で
は
四
二

頁
の
二
行
目
（
文
［
六
］
の
発
刺
）
、
七
行
目
（
羽
［
五
］
の
発
刺
）
、

お
よ
び
二
○
行
目
（
徴
［
四
］
の
発
刺
）
に
、
合
計
三
例
が
見
ら
れ
る
（
山

寺
美
紀
子
『
国
宝
『
砺
石
調
幽
蘭
第
五
』
の
研
究
」
、
北
海
道
大
学
出

版
会
、
’
’
○
一
二
年
一
一
月
。
翻
刻
は
四
二
一
一
一
～
一
一
一
五
頁
）
。

矢
島
玄
亮
「
日
本
国
見
在
書
目
録
ｌ
集
証
と
研
究
』
（
汲
古
書
院
、

琴
の
琴
の
調
絃
を
問
題
に
す
る
場
合
、
第
一
絃
を
Ｃ
と
す
る
の
が
現
在

の
慣
例
だ
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽
に
描
か
れ
て

い
る
「
壱
越
調
」
に
よ
る
合
奏
に
最
も
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、

’
九
八
四
年
九
月
）
五
○
～
五
一
頁
参
照
。
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