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―
―
笙
は
、
龍
笛
や
篳
篥
な
ど
と
と
も
に
雅
楽

で
用
い
ら
れ
る
楽
器
で
す
。
管
楽
器
の
一
種
で

す
が
、
そ
の
形
状
は
フ
ル
ー
ト
や
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
な
ど
と
大
き
く
異
な
り
、
17
本
の
細
い
竹
管

を
円
形
に
束
ね
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。

竹
管
に
は
金
属
の
リ
ー
ド
が
付
い
て
い
て
、
吹

き
口
に
息
を
吐
い
た
り
吸
っ
た
り
し
て
リ
ー
ド

を
振
動
さ
せ
、
そ
の
振
動
が
竹
管
と
共
鳴
し
、

ま
る
で
天
か
ら
響
い
て
く
る
よ
う
な
妙
な
る
音

楽
を
奏
で
ま
す
。

　

東
野
珠
実
さ
ん
は
、
そ
の
笙
の
奏
者
で
あ
る

と
同
時
に
現
代
雅
楽
の
作
曲
家
。
ま
た
、
雅
楽

と
は
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
作
曲
家
で
も
あ
り
ま
す
。
国

立
音
楽
大
学
作
曲
学
科
卒
業
後
、義
塾
の
政
策
・

メ
デ
ィ
ア
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
し
ま
し
た
。

　

雅
楽
器
の
奏
者
と
い
う
と
、
雅
楽
に
関
わ
る

家
に
生
ま
れ
た
人
が
な
る
と
い
う
印
象
が
あ
る

の
で
す
が
、
東
野
さ
ん
の
雅
楽
と
の
関
わ
り
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

東
野　

私
は
雅
楽
に
は
ま
っ
た
く
縁
の
な
い
家

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
幼
い
頃
か
ら
「
何

か
を
創
造
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
強
い
興
味
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
３
歳
か
ら
ピ
ア
ノ
を

始
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
創
造
意
欲
は
音

笙
や
龍り

ゅ
う
て
き笛

、
篳ひ

ち
り
き篥

で
奏
で
る
雅
楽
は

日
本
人
の
音
楽
の
ル
ー
ツ

雅楽器・笙
しょう
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楽
を
通
じ
て
発
揮
さ
れ
、
４
歳
の
頃
に
は
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
弟
に
自
作
の
子
守
唄
を
歌
っ
て

聴
か
せ
て
い
ま
し
た
（
笑
）。
私
が
通
っ
た
高

崎
市
の
小
学
校
は
、
創
意
工
夫
と
自
主
性
を
重

ん
じ
る
進
歩
的
な
学
校
で
、
そ
の
方
針
の
も
と
、

私
は
３
年
生
の
と
き
に
学
級
歌
を
作
曲
し
、
毎

日
の
朝
礼
時
に
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
歌
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
作
曲
家
を
目
指
す
よ
う
に
な

る
の
で
す
が
、
も
し
絵
が
得
意
な
ら
画
家
に
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

雅
楽
の
存
在
を
意
識
し
た
の
は
、
明
確
に
作

曲
家
を
志
し
た
高
校
生
の
頃
の
こ
と
で
す
。
そ

の
理
由
は
、
日
本
人
と
し
て
音
楽
に
携
わ
る
に

は
、
音
楽
上
の
”母
国
語
“
を
持
つ
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

　

私
た
ち
の
音
楽
の
経
験
は
、
明
治
維
新
以
後

の
欧
化
政
策
と
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
ン
カ
ル
チ

ャ
ー
の
影
響
を
多
大
に
受
け
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
和
楽
器
の
琴
や
三
味
線
で
は
な
く
、
西
洋

音
楽
中
心
の
学
校
教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
す
し
、
私
自
身
も
ピ
ア
ノ
や
ポ

ッ
プ
ス
を
通
じ
て
音
楽
に
目
覚
め
、
作
曲
を
始

め
ま
し
た
。
し
か
し
、
西
洋
由
来
の
音
楽
言
語

を
身
に
つ
け
て
い
る
だ
け
で
は
、
日
本
人
の
音

楽
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
で

き
ず
、
作
曲
家
と
し
て
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
常
に
疑
問
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。

―
―
確
か
に
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
の
音
楽
は
知
っ
て
い
て
も
、
明
治
以
前
の

日
本
の
音
楽
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知

ら
な
い
の
が
実
状
で
す
。
日
本
人
と
し
て
少
し

不
自
然
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

東
野　

そ
う
な
の
で
す
。
そ
ん
な
違
和
感
を
抱

え
つ
つ
、
国
立
音
楽
大
学
に
入
学
し
、
作
曲
を

専
攻
し
ま
し
た
。
当
時
の
私
は
最
先
端
の
音
楽

を
求
め
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
作
曲
に
取

り
組
ん
で
い
ま
し
た
が
、
音
大
で
芝し

ば
す
け
や
す

祐
靖
先
生

と
宮
田
ま
ゆ
み
先
生
に
出
会
い
、
本
格
的
に
雅

楽
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
芝
先
生

は
龍
笛
の
名
手
。
８
０
０
年
前
か
ら
続
く
雅
楽

楽
師
の
家
柄
で
、
宮
内
庁
楽
部
の
楽
師
を
経
て

大
学
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、

宮
田
先
生
は
国
立
音
楽
大
学
の
器
楽
学
科
ピ
ア

ノ
専
攻
卒
業
で
す
が
、
国
際
的
に
活
躍
す
る
笙

の
演
奏
家
で
、
母
校
で
の
指
導
を
始
め
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
し
た
。

　

両
先
生
を
通
じ
た
雅
楽
と
の
出
会
い
は
、
私

に
と
っ
て
衝
撃
的
な
体
験
で
し
た
。
日
本
人
の

音
楽
の
ル
ー
ツ
を
知
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の

大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
は
、
楽
器
で
は
出
す

こ
と
の
で
き
な
い
音
響
表
現
の
拡
張
な
の
で
す

が
、
雅
楽
の
楽
器
は
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な

し
に
軽
々
と
実
現
し
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え

ば
笙
の
音
は
60
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
ま
で
出
ま
す
。
そ

の
響
き
の
情
報
量
は
西
洋
楽
器
の
比
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
電
気
的
に
音
を
拡
張
さ
せ
る
手
法
で

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
作
曲
す
る
者

と
し
て
、
笙
に
息
を
吹
き
込
む
だ
け
で
、
素
晴

ら
し
い
音
響
世
界
が
広
が
る
こ
と
を
知
り
、
本

当
に
驚
き
ま
し
た
。
雅
楽
と
い
う
成
熟
し
き
っ

た
音
楽
の
魅
力
に
ふ
れ
、「
極
め
ら
れ
た
音
」
の

生
命
力
に
気
付
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
雅
楽
の
研
究
に

取
り
組
み
、
同
時
に
笙
の
奏
者
と
し
て
も
活
動

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
音
楽
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
、
S
F
C
の

大
学
院
で
あ
る
政
策
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
に
入

ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

東
野　

音
楽
を
表
現
方
法
に
選
び
は
し
た
も
の

鎌倉光明寺にて（撮影：土屋善則）

好
奇
心
旺
盛
で
物
お
じ
し
な
い

S
F
C
の
雰
囲
気
が
心
地
よ
い
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い
を
尊
敬
、
尊
重
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
好
奇
心

旺
盛
で
、
新
し
い
こ
と
を
知
り
た
が
る
キ
ャ
ン

パ
ス
全
体
の
雰
囲
気
が
心
地
よ
か
っ
た
で
す
ね
。

　

後
に
一
緒
に
仕
事
を
す
る
坂
本
龍
一
さ
ん
と

知
り
合
っ
た
の
も
、
岩
竹
研
究
室
の
物
お
じ
し

な
い
後
輩
が
坂
本
さ
ん
を
キ
ャ
ン
パ
ス
に
呼
ん

だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

私
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
吹
い
て
も
吸
っ
て
も

音
が
出
る
笙
を
通
じ
た
”呼
吸
の
さ
ま
“
を
、

現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
ど
う
活
用
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
修
士
２
年
の
時
に
専
門

家
の
協
力
を
得
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ブ
レ
ス
セ
ン

サ
ー
を
開
発
し
、
そ
れ
で
得
ら
れ
た
呼
吸
の
情

報
を
光
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
映
像
に
し
て
”呼
吸

の
さ
ま
“、
つ
ま
り
演
奏
情
報
を
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
の
場
で
可
視
化
し
ま
し
た
。
笙
の
演
奏
に

ビ
ジ
ュ
ア
ル
が
連
動
す
る
こ
と
は
一
種
の
身
体

表
現
の
拡
張
な
の
で
す
。
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
よ
っ
て
音
響
を
創
造
す
る
こ
と
に
も
こ
だ

わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

音
楽
は
ど
う
し
て
社
会
に
必
要
な
の
か
、
な

ぜ
音
楽
家
が
い
る
の
か
、
と
い
う
根
源
的
な
疑

問
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
、
音
楽
家
と
し
て

の
私
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

答
え
の
ひ
と
つ
が
”呼
吸
“
な
の
で
す
。
呼
吸

の
軌
跡
は
そ
の
ま
ま
音
楽
に
な
り
ま
す
。
そ
の

軌
跡
こ
そ
が
、
演
奏
者
の
生
き
ざ
ま
だ
と
思
い

ま
す
。
息
を
吐
い
て
吸
う
呼
吸
に
よ
っ
て
音
響

の
、
私
の
命
題
は
、「
ク
リ
エ
イ
タ
ー
と
し
て
何

を
生
み
出
せ
る
か
…
…
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
音
楽
を
学
ぶ
カ
レ
ッ
ジ
で
あ
る
音

大
か
ら
飛
び
出
し
、
い
ろ
ん
な
学
問
を
学
ぶ
こ

と
の
で
き
る
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
で
、
多
様
な
知

識
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
社
会
的
な
視
点
で
音

楽
を
俯
瞰
し
た
り
、
他
の
表
現
分
野
と
の
接
点

を
探
っ
た
り
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
い
ろ

い
ろ
な
視
点
と
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
先
生
方

が
い
る
S
F
C
で
は
、
学
際
的
か
つ
刺
激
的
な

研
究
が
で
き
る
と
聞
き
、
政
策
・
メ
デ
ィ
ア
研

究
科
を
受
験
し
ま
し
た
。

　

聞
い
て
い
た
通
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン

ル
の
先
生
が
い
ら
し
て
、
建
築
や
政
治
の
授
業

を
受
け
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
ビ
ジ
ュ

ア
ル
ア
ー
ト
で
、
当
時
最
先
端
の
藤
幡
正
樹
先

生
の
仕
事
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
本
当

に
面
白
い
日
々
で
し
た
。

　

S
F
C
で
の
私
の
師
は
、
岩
竹
徹
先
生
で
す
。

当
時
、
先
生
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
に
伝
統
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
取

り
組
み
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
能
楽
師
の
観か

ん

世ぜ

榮ひ
で

夫お

さ
ん
ら
と
共
に
能
を
テ
ー
マ
に
し
た
電
子

音
楽
を
創
作
し
て
い
て
、
私
も
そ
こ
に
参
加
し

ま
し
た
。

　

S
F
C
の
大
学
院
の
素
敵
な
と
こ
ろ
は
、
先

生
も
学
生
も
そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野
を
持
っ
て
い

る
た
め
、
上
下
関
係
で
は
な
く
、
並
列
的
に
お
互

京都国立博物館にて（撮影：世良武史、象牙の笙制作：當野泰伸）
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を
拡
張
す
る
笙
に
、
音
楽
の
必
然
性
の
一
端
を

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
呼
吸
と
音
楽
の
研
究
は
、

後
に
ブ
リ
ー
ジ
ン
グ
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
の
構
築
に
至
り
ま
し
た
。

―
―
塾
長
賞
を
受
賞
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

東
野　

１
９
９
８
年
の
I
C
M
C
（
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
）
と
い
う
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
学
会
の
作
曲
コ
ン
ク
ー
ル
に

応
募
し
た
作
品
が
入
選
し
た
こ
と
で
、
塾
長
賞

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
曲
は
、
笙
の
音
と
、
ウ
バ
メ
ガ
シ
な
ど

を
焼
い
て
作
っ
た
炭
を
叩
い
た
り
こ
す
っ
た
り

し
て
出
し
た
音
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
し
、
合

成
し
た
も
の
で
す
。
な
ぜ
炭
な
の
か
と
い
う
と
、

笙
は
演
奏
す
る
前
に
温
め
な
い
と
い
い
音
が
出

な
い
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
使
う
の
が
火
鉢

で
お
こ
し
た
炭
な
の
で
す
。
炭
を
叩
く
音
を
素

材
に
し
て
い
る
と
い
う
と
、
冗
談
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
笙
と
炭
の
深
い

関
係
性
を
象
徴
し
た
も
の
で
す
。
創
作
は
い
た

ず
ら
心
か
ら
始
ま
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

笙
の
演
奏
活
動
と
作
曲
は
今
後
も
並
行
し
て

進
め
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
ま
た
、
現
在
、
正

倉
院
復
元
楽
器
の
た
め
の
作
曲
に
も
携
わ
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
塾
員
の
大
先
輩
で
あ
る
木

戸
敏
郎
氏
が
国
立
劇
場
を
中
心
に
30
年
程
前
か

ら
取
り
組
ま
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
私
は
こ

こ
で
も
研
鑽
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

正
倉
院
に
納
め
ら
れ
た
古
代
楽
器
は
楽
曲
と
と

も
に
い
っ
た
ん
は
廃
絶
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
木
戸
氏
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
”創
造

す
る
伝
統
“
の
名
の
も
と
で
千
年
の
時
を
経
て

甦
っ
た
始
原
の
楽
器
に
は
、
雅
楽
同
様
に
名
だ

た
る
現
代
作
曲
家
に
よ
っ
て
新
た
な
命
が
吹
き

込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

振
り
返
れ
ば
、
こ
こ
数
十
年
は
、
音
楽
の
み

な
ら
ず
、
文
化
文
明
が
大
き
く
進
化
し
た
時
代

で
す
。
実
は
、
私
が
演
奏
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
”象
牙
の
笙
“
は
現
代
の
技
法
を
駆
使
し

て
こ
そ
、
古
代
の
夢
を
叶
え
ら
れ
た
楽
器
で
す
。

そ
し
て
、
今
や
情
報
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な

新
し
い
技
術
が
流
転
す
る
な
か
、
私
は
さ
ら
に

”質
“
を
追
い
求
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
音
楽
家
と
し
て
、
妙
な
る
音
、

す
な
わ
ち
妙
音
を
生
み
出
す
こ
と
だ
と
自
負
し

て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
塾
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い

し
ま
す
。

東
野　

実
は
家
族
に
も
塾
員
が
多
く
、
今
回
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
大
変
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

　

小
学
校
時
代
に
育
ん
だ
「
創
意
工
夫
」
の
姿

勢
と
自
主
性
は
今
も
私
の
モ
ッ
ト
ー
で
す
。
義

塾
に
お
い
て
も
、
そ
の
教
育
の
根
底
に
”主
体

的
で
あ
れ
“
と
い
う
伝
統
的
な
精
神
を
感
じ
ま

す
。
日
本
の
面
白
み
は
、
世
界
中
の
情
報
、
も

の
、
で
き
ご
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
分
、
情
報
の
意
味

づ
け
や
価
値
判
断
を
自
ら
行
い
、
選
択
、
活
用

す
る
力
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
社
会
で
生
き

て
い
く
に
は
、
時
に
は
従
属
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
場
面
も
あ
り
ま
す
が
、
根
本
の
と
こ
ろ

で
、
自
分
で
考
え
、
行
動
す
る
主
体
性
を
堅
持

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




