
雅
楽
『
越
天
楽
』
の

　
　
　
　
　
　
　
旋
律
と
歌
謡
の
歌
詞

　
－
「
越
天
楽
今
様
」
・
「
越
天
楽
歌
物
」
、
お
よ
び
こ
の
種
の

　
　
　
　
　
歌
曲
と
九
州
文
化
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
小
路
　
駿
　
逸

　
ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
宿
題
に
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
に
つ
い

て
、
こ
と
が
ら
の
骨
組
み
を
述
べ
る
。

　
こ
の
た
ぐ
い
の
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
の
宿
題
と
い
う
べ
き

も
の
は
、
い
く
っ
も
あ
っ
て
、
お
も
に
文
学
お
よ
び
言
語
と
、
音

楽
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
く
わ
し
く

言
う
と
、
文
学
の
学
と
、
時
に
は
国
語
学
な
い
し
日
本
語
の
学
と
、

音
楽
の
学
と
の
入
会
地
な
い
し
学
際
領
域
、
ま
た
こ
れ
ら
二
つ
の

学
と
芸
能
の
研
究
と
の
入
会
地
な
い
し
学
際
領
域
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
歴
史
の
学
と
の
か
か
わ
り
も
生
じ

る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
言
い
か
え
る
と
、
以
上
の
い
ろ
ん
な
学

の
ど
の
立
場
か
ら
も
、
こ
れ
は
自
分
の
専
門
と
関
係
が
あ
る
と
受

け
と
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
同
時
に
、
ど
の
専
門
の
立
場
か
ら

も
、
自
分
の
専
門
の
領
域
と
は
ち
が
っ
た
場
所
で
の
こ
と
で
あ
る

と
受
け
と
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
、
後
者
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
は
ば
か
る
べ
き

理
由
は
何
も
な
い
。
私
は
、
文
学
史
、
歌
謡
史
、
芸
能
史
に
か
か

わ
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
宿
題
を
と
り
あ
げ
、
私
か
現
在

到
達
で
き
て
い
る
状
態
を
提
示
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
　
問
題
の
所
在

　
一
つ
の
問
い
が
あ
る
。

　
『
越
天
楽
』
の
旋
律
な
い
し
そ
の
旋
律
に
も
と
づ
く
旋
律
で
歌

わ
れ
た
歌
詞
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
の
時
代
と
い
う
限
定
は
ひ
と

ま
ず
の
け
て
お
い
て
、
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
あ
る
と
言
え
る
か

　
こ
の
場
合
『
越
天
楽
』
の
旋
律
と
は
何
か
を
、
正
確
に
決
め
て

お
く
必
要
が
、
当
然
、
あ
る
。

　
こ
こ
に
『
越
天
楽
』
と
い
う
の
は
、
雅
楽
の
早
拍
子
の
小
曲
で

平
調
、
黄
鐘
調
、
盤
渉
調
の
主
旋
律
と
、
挿
入
部
旋
律
あ
る
い
は

重
頭
部
旋
律
（
平
調
の
主
旋
律
に
な
ら
ば
黄
鐘
調
の
挿
入
部
旋
律
、
黄

鐘
調
の
主
旋
律
に
な
ら
ば
壱
越
調
の
重
頭
部
旋
律
、
盤
渉
調
の
主
旋
律
に



な
ら
ば
平
調
の
重
頭
部
旋
律
が
と
も
な
う
）
の
範
囲
の
も
の
を
さ
す

（
盤
渉
調
の
『
越
天
楽
』
は
大
曲
『
蘇
合
香
』
の
付
加
旋
律
に
も
用
い
ら

れ
て
い
る
）
。

　
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
あ
っ
た
し
、

ま
た
、
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
あ
と
は
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
歌
詞
が
ど
の
よ
う
な
旋
律

に
乗
せ
て
歌
わ
れ
た
か
、
ま
た
、
歌
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
が
問

題
と
な
る
。

　
ま
た
、
一
つ
の
問
い
が
あ
る
。

　
『
越
天
楽
』
の
旋
律
に
乗
せ
て
、
今
様
の
形
式
と
い
っ
て
よ
い

形
式
の
歌
詞
が
歌
わ
れ
た
か
、
ま
た
歌
わ
れ
て
い
る
か
。

　
こ
の
問
い
に
つ
い
て
の
現
在
の
私
の
答
え
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
そ
れ
は
、
ご
く
新
し
い
、
後
世
の
例
に
だ
け
あ
っ
て
、
よ
り
古

い
例
は
、
こ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
－
以
上
で
あ

る
。

　
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
し
だ
い
に
述
べ
て
い
く
。

　
　
　
二
　
今
様
体
の
歌
詞
と
『
越
天
楽
』
の
曲
と
の

　
　
　
　
　
組
み
合
わ
せ
の
例
に
、
古
い
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い

　
　
春
の
や
よ
ひ
の
　
あ
け
ぼ
の
に
　
よ
も
の
山
べ
を
　
見
わ
た

　
　
せ
ば
　
花
ざ
か
り
か
も
　
し
ら
雲
の
　
か
か
ら
ぬ
み
ね
こ
そ

　
　
な
か
り
け
れ

　
　
花
た
ち
ば
な
も
　
に
ほ
ふ
な
り
　
軒
の
あ
や
め
も
　
か
を
る

　
　
な
り
ゆ
ふ
ぐ
れ
ざ
ま
の
五
月
雨
に
山
時
鳥
な
の
り
し
て

　
　
秋
の
は
じ
め
に
　
成
り
ぬ
れ
ば
　
こ
と
し
も
な
か
ば
は
　
す

　
　
ぎ
に
け
り
　
わ
が
よ
ふ
け
行
く
　
月
影
の
　
か
た
ぶ
く
見
る

　
　
こ
そ
　
あ
は
れ
な
れ

　
　
冬
の
夜
さ
む
の
　
朝
ぼ
ら
け
　
ち
ど
り
し
山
路
に
　
雪
ふ
か

　
　
し
　
こ
こ
ろ
の
あ
と
は
　
つ
か
ね
ど
も
　
お
も
ひ
や
る
こ
そ

　
　
あ
は
れ
な
れ

　
右
は
も
と
も
と
慈
円
の
『
拾
玉
集
』
に
見
え
る
歌
詞
で
あ
り
、

そ
の
形
式
は
「
今
様
体
」
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
小
学
唱
歌
集
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
歌
詞
が
、
（
ハ
ッ

ピ
ー
ニ
フ
ン
ド
∃
ｙ
召
べ
　
ｒ
ｙ
Ｚ
し
）
」
の
曲
に
つ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
「
ハ
。
ピ
ー
・
ラ
ン
ド
（
Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｙ
　
　
　
Ｌ
Ａ
Ｎ
！
）
）
」
の
曲
は
、
明
治
時

代
に
編
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
派
の
『
賛
美
歌
』
に
採

用
さ
れ
た
曲
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
の
曲
に
次
の
歌
詞
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
。

　
　
あ
ま
つ
み
く
に
は
　
い
と
た
の
し
、
き
よ
き
と
も
が
ら
　
う

　
　
ち
つ
ど
ひ
、
笑
み
よ
ろ
こ
び
て
　
す
く
ひ
の
君
の
　
イ
ェ
ス



　
　
の
功
を
ほ
め
う
た
ふ
。

　
　
う
た
が
ひ
ま
よ
ひ
　
た
め
ら
れ
て
、
た
の
し
き
く
に
へ
　
す

　
　
す
み
ゆ
け
、
つ
み
き
よ
ま
り
て
　
イ
ェ
ス
の
御
側
に
　
住
む

　
　
た
の
し
み
は
　
か
ぎ
り
な
し
。

　
　
ち
ち
の
み
も
と
の
　
ま
じ
は
り
は
、
し
た
し
み
な
が
く
　
愛

　
　
ふ
か
し
、
か
み
の
こ
ど
も
よ
　
勉
め
は
げ
み
て
　
あ
ま
つ
み

　
　
く
に
を
　
嗣
げ
よ
か
し
。

　
　
二
九
ご
二
　
（
昭
和
六
）
年
版
で
は
四
九
〇
番
。
一
九
五
四
（
昭
和

　
　
二
九
）
年
賛
美
歌
四
九
二
番
に
よ
る
。
）

　
そ
し
て
、
明
治
の
宮
内
省
式
部
職
楽
部
の
人
々
が
か
か
わ
っ
た

と
さ
れ
る
唱
歌
集
の
な
か
に
は
、
『
越
天
楽
』
に
歌
詞
を
つ
け
た

歌
曲
の
例
が
、
一
つ
も
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
ハ
。
ビ
ー
・
ラ
ン
ド
」

の
曲
は
、
七
五
の
四
句
で
は
な
く
、
七
五
・
七
五
・
七
七
・
七
五

の
音
数
律
を
も
っ
た
歌
詞
に
適
合
す
る
曲
で
あ
っ
て
、
七
五
を
四

句
乗
せ
る
と
第
三
楽
節
の
後
半
部
で
母
音
が
延
び
過
ぎ
る
。
な
の

に
、
『
越
天
楽
』
の
旋
律
を
使
わ
ず
、
「
ハ
ッ
ピ
ー
・
ラ
ン
ド
」
の

を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
教
科
書
を
編
纂
し
た
人
々
の
知

識
の
な
か
に
、
『
越
天
楽
』
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

　
北
原
白
秋
の
歌
に
、

　
　
越
天
楽
音
の
ラ
ヂ
オ
の
昼
た
け
て
四
方
の
山
べ
に
か
か
る
白

　
　
雲
（
『
牡
丹
の
木
』
所
収
）

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
越
天
楽
』
の
曲
か
ら
慈
円
の
前

記
の
今
様
を
思
い
浮
か
べ
た
の
か
、
実
際
に
ラ
ジ
オ
放
送
で
『
越

天
楽
』
の
曲
と
慈
円
の
歌
詞
と
の
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
が
放

送
さ
れ
た
の
を
聞
い
た
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
ま
だ
確
認
で
き
な
い
。

前
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
連
想
が
生
じ

た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
が
す
で
に
あ
っ
た

こ
と
を
実
際
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
知
っ
て
い
た
か
で
あ

る
が
、
そ
の
も
と
に
な
る
よ
う
な
ど
う
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
こ
れ
も
ま
だ
確
認
で
き
な
い
。

三
　
「
越
天
楽
歌
物
」
の
歌
詞
と
曲
節

　
『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
五
近
古
編
に
、
「
興
福
寺
延
年
舞
式
」
が

収
め
ら
れ
、
解
説
に
「
元
文
四
年
三
月
十
七
日
に
張
行
し
た
時
の

曲
目
及
び
出
演
者
並
に
そ
の
唱
歌
を
録
し
た
も
の
で
、
其
の
載
す

る
処
の
歌
は
鎌
倉
幕
府
時
代
よ
り
室
町
幕
府
時
代
に
か
け
て
の
も

の
ら
し
く
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
と
は
思
は
れ
な

い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
演
目
の
な
か
に
「
越
天
楽
歌
物
」

と
い
う
も
の
か
お
る
。



　
記
事
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
越
天
楽
歌
物
　
本
調
子
　
盤
渉
調

　
　
△
梅
ガ
エ
ニ
コ
ソ
鶯
ハ
巣
ヲ
ク
ヘ
　
二
反

　
　
△
カ
ゼ
フ
カ
バ
。
イ
カ
ぐ
（
イ
ニ
）
セ
ン
。
花
ニ
ヤ
ド
ル
鶯

　
　
二
反

　
　
△
ヤ
ラ
く
ヨ
シ
ナ
ノ
。
袖
ノ
ウ
ツ
リ
カ
ヤ
　
二
反

　
　
　
△
霜
コ
ホ
ル
袖
ニ
モ
カ
ゲ
ハ
ノ
コ
リ
ケ
リ

　
　
　
露
ヨ
リ
ナ
レ
シ
有
ア
ケ
ノ
月

　
こ
の
歌
詞
の
形
式
は
、
ど
ぅ
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
ひ
と
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
音
数
律
の
も
の
と
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
三
／
四
　
五
／
四
　
五
／
五
（
「
セ
ン
」
の
フ
」
を
一
音
節
と

　
　
数
え
ず
、
「
セ
ン
」
を
一
音
節
と
し
て
扱
え
ば
、
五
／
四
に
な
る
）

　
　
五
／
四

　
こ
の
形
式
は
、
い
わ
ゆ
る
「
今
様
」
、
あ
る
い
は
狭
義
の
「
今

様
」
、
す
な
わ
ち
七
五
（
と
き
に
は
八
五
）
四
句
の
形
式
と
は
ち
が

う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
梁
塵
秘
抄
』
そ
の
他
の
文
献
に
　
「
今

様
」
と
呼
ば
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
、
ど
の
形
式
と
も
、
ち
が
っ
た
も

の
で
あ
る
。
（
こ
の
場
合
、
当
面
の
歌
詞
の
短
歌
の
部
分
が
『
梁
塵
秘

抄
』
の
「
二
句
神
歌
」
と
同
じ
だ
と
い
っ
て
み
て
も
、
だ
か
ら
そ
の
部
分

は
「
今
様
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
二
句
神
歌
の
形
式
は
、

要
す
る
に
短
歌
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
短
歌
だ
か
ら

「
今
様
」
だ
と
言
え
ば
、
記
紀
・
万
葉
の
昔
か
ら
「
今
様
」
が
あ
っ
た
と

言
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
り
、
議
論
は
無
意
味
な
も
の
に
な
る
。
）

　
当
面
の
歌
詞
の
こ
の
形
式
は
、
筝
や
三
味
線
の
組
唄
に
も
例
の

あ
る
、
何
ほ
ど
か
時
代
の
さ
が
る
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
謡
曲
の
『
咸
陽
宮
』
に
も
、
こ
の
た
ぐ
い
の
形
式
の
歌
詞
が
、

琴
を
弾
く
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
花
の
春
の
琴
曲
は
　
和
風
楽
に
柳
花
苑
　
柳
花
苑
の
鶯
は

　
　
同
じ
曲
の
嘲
り

　
　
月
の
前
の
調
め
は
　
夜
寒
を
告
ぐ
る
秋
風
　
雲
居
に
渡
れ
る

　
　
雁
が
ね
　
琴
柱
に
落
つ
る
声
々
も
　
涙
の
露
の
玉
章

　
た
だ
し
、
句
の
末
の
部
分
に
は
、
四
音
の
場
合
と
五
音
の
場
合

と
が
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
主
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
。
ま
た
、
四

音
の
も
の
と
五
音
の
も
の
と
の
ど
ち
ら
が
よ
り
早
い
時
期
の
も
の

か
と
い
う
点
も
、
不
明
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
曲
の
曲
節
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

　
「
本
調
子
　
盤
渉
調
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
想
定
で
き
る
の
は
、
お
よ
そ
次
の
三
つ
で
あ
る
。

一
　
「
本
調
子
で
あ
る
と
こ
ろ
の
盤
渉
調
」
　
の
意
味
。
つ
ま
り
、

　
　
旋
律
の
調
子
は
盤
渉
調
で
あ
る
。

一
５３

一



二
　
こ
の
歌
詞
の
乗
る
旋
律
は
、
盤
渉
調
を
本
調
子
と
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
と
い
う
意
味
。
つ
ま
り
、
旋
律
の
調
子
は
盤
渉
調
以

　
　
外
の
調
子
で
あ
る
。
『
越
天
楽
』
に
は
盤
渉
調
の
と
平
調
の

　
　
と
黄
鐘
調
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し

　
　
た
が
っ
て
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
旋
律
の
調
子
は
平
調
か
黄

　
　
鐘
調
か
で
あ
る
。

三
　
以
上
二
つ
の
ど
れ
で
も
な
い
意
味
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
「
□
の
場
合
は
、
調

子
が
盤
渉
調
で
あ
る
の
な
ら
、
た
ん
に
「
盤
渉
調
」
と
書
け
ば
よ

い
は
ず
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
以
下
の
旋
律
こ
そ
「
本
調
子
」
な
の

だ
と
揚
言
し
な
い
と
誤
解
が
生
じ
る
と
考
え
る
べ
き
理
由
が
ま
っ

た
く
な
い
。
ゆ
え
に
、
「
□
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
「
二
」
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
調
子
が
平
調
か
黄
鐘
調
で

あ
る
の
な
ら
、
た
ん
に
「
平
調
」
と
か
「
黄
鐘
調
」
と
か
書
い
て

お
け
ば
そ
れ
で
よ
く
、
わ
ざ
わ
ざ
以
下
の
旋
律
は
盤
渉
調
を
本
調

子
と
す
る
も
の
だ
と
こ
と
わ
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
第
二

調
子
が
平
調
か
黄
鐘
調
か
で
あ
る
場
合
、
「
本
調
子
　
盤
渉
調
」

と
書
い
た
の
で
は
、
当
該
の
旋
律
の
調
子
が
平
調
な
の
か
黄
鐘
調

な
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
「
本
調
子
　
盤
渉
調
」
と
い
う
表
示

自
体
が
無
意
味
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
二
」
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
「
三
」
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。

　
そ
こ
で
考
え
て
み
る
と
、
も
と
も
と
、
こ
の
「
本
調
子
　
盤
渉

調
」
と
い
う
表
示
は
、
そ
う
表
示
し
な
い
と
誤
解
が
生
じ
る
か
ら
、

誤
解
の
余
地
を
な
く
す
る
た
め
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
の
旋
律
は
、
「
本
調
子
　
盤
渉
調
」

と
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
い
と
誤
解
を
生
じ
る
よ
う
な
調
子
の
旋
律

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
旋
律
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
想
定
で
き
る
旋
律
は
、
た
だ
一
種
し
か
な

い
。
盤
渉
調
の
『
越
天
楽
』
の
、
挿
入
部
の
旋
律
で
あ
る
と
こ
ろ

の
平
調
の
旋
律
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
『
越
天
楽
』
は
、
三
部
形
式
の
曲
で
あ
っ
て
、
そ
の
三
部
は
次

の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
主
・
副
旋
律
部
　
挿
入
部
（
重
頭
部
）
　
主
・
副
旋
律
部

　
　
平
調
　
　
　
平
調
　
　
－
　
黄
鐘
調
　
－
　
平
調

　
　
黄
鐘
調
　
　
黄
鐘
調
　
－
　
壱
越
調
　
－
　
黄
鐘
調

　
　
盤
渉
調
　
　
盤
渉
調
　
－
　
平
調
　
　
－
　
盤
渉
調

　
右
の
表
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
『
越
天
楽
』
の
旋
律
に
は
、
平

調
の
箇
所
が
二
種
あ
る
の
で
あ
る
。

　
一
つ
は
平
調
の
『
越
天
楽
』
の
主
・
副
旋
律
部
で
あ
っ
て
、
い

ま
世
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
越
天
楽
』
の
旋
律
は
こ
れ
に
あ
た



る
。

　
同
じ
く
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
黒
田
節
』
の
原
曲
に
あ
た
る
と

い
っ
て
も
よ
い
。

　
そ
し
て
い
ま
一
つ
が
、
盤
渉
調
の
『
越
天
楽
』
の
挿
入
部
（
重

頭
部
）
の
旋
律
な
の
で
あ
る
。
こ
の
旋
律
は
、
そ
れ
自
体
は
平
調

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
歌
詞
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
盤
渉
調
の
『
越
天
楽
』
の
一

部
分
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
旋
律
を
た
ん
に

「
平
調
」
と
表
示
す
る
な
ら
、
平
調
の
『
越
天
楽
』
と
、
ま
た
平

調
の
『
越
天
楽
』
の
主
・
副
旋
律
部
と
区
別
か
っ
か
ず
、
誤
解
が

生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

「
本
調
子
　
盤
渉
調
」
と
か
「
盤
渉
調
の
重
頭
部
」
と
か
表
示
す

る
は
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
場
合
が
ま
さ
に
こ
れ
な
の
で

あ
っ
た
。
－
そ
の
よ
う
に
私
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
盤
渉
調
の
越
天
楽
の
重
頭
部
の
旋
律
」
に
は
、
当
面
の

歌
詞
を
二
句
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
と
は
同
じ
旋
律
を
く
り

返
し
つ
つ
、
つ
づ
く
二
句
を
乗
せ
て
い
け
ば
よ
い
。
歌
詞
の
配
置

は
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
前
　
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
段

　
　
梅
が
／
枝
ニ
コ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
鶯
ハ
／
巣
ヲ
ク
ヘ

　
　
（
ま
た
は
　
梅
が
枝
ニ
／
コ
ソ
）

　
　
カ
ゼ
フ
カ
バ
／
イ
カ
マ
セ
ン
　
　
　
花
ニ
ヤ
ド
ル
／
鶯

　
　
ヤ
ラ
く
／
ヨ
シ
ナ
ノ
　
　
　
　
　
袖
ノ
／
ウ
ツ
リ
カ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
た
は
　
袖
ノ
ウ
ツ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
カ
ヤ
）

　
　
霜
／
コ
ホ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
袖
ニ
モ
カ
ゲ
ハ
／
ノ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ケ
リ

　
　
露
ヨ
リ
／
ナ
レ
シ
　
　
　
　
　
　
　
有
ア
ケ
ノ
／
月

　
と
も
か
く
明
ら
か
な
こ
と
、
そ
れ
は
、
当
面
の
例
は
、
『
越
天

楽
』
の
旋
律
に
い
わ
ゆ
る
「
今
様
」
と
は
違
っ
た
形
式
の
歌
詞
を

乗
せ
た
例
で
あ
っ
て
、
「
越
天
楽
今
様
」
　
の
例
と
は
言
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
四
　
謡
曲
の
「
越
天
楽
の
唱
歌
」
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
梅
が
枝
」
の
、
歌
詞
と
曲
節

　
た
だ
し
、
謡
曲
の
『
玄
象
』
と
『
梅
枝
』
に
、
こ
の
歌
詞
が
出

て
く
る
。

　
　
越
天
楽
の
唱
歌
の
声
、
梅
が
枝
に
こ
そ
、
鶯
は
巣
を
く
へ
、

　
　
風
吹
か
ば
如
何
に
せ
ん
、
花
に
宿
る
鶯
（
『
玄
象
』
）

　
　
来
嗚
く
や
春
の
越
天
楽
、
歌
へ
や
歌
へ
梅
が
枝
、
梅
が
枝
に

　
　
こ
そ
、
鶯
は
巣
を
く
へ
、
風
吹
か
ば
如
何
に
せ
ん
、
花
に
宿

　
　
る
鶯
（
『
梅
枝
』
）



　
そ
の
曲
節
は
両
者
同
一
で
あ
り
、
謡
曲
に
例
の
あ
る
節
の
型
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
歌
詞
全
体
に
対
す
る
曲
全
体

を
見
る
と
、
そ
れ
は
『
越
天
楽
』
の
旋
律
の
主
旋
律
部
と
副
旋
律

部
、
と
く
に
平
調
の
場
合
の
、
音
の
上
が
り
下
が
り
の
か
た
ち
に
、

対
応
し
た
姿
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
詞
と
旋
律

と
が
、
ど
う
い
う
経
路
で
謡
曲
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
か
は
、
未

詳
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
、
謡
曲
の
こ
の
例
は
、
平
調
の
『
越
天
楽
』
の
主
・

副
旋
律
部
と
、
狭
義
の
「
今
様
」
で
は
な
い
形
式
の
歌
詞
と
の
組

み
合
わ
せ
は
、
あ
っ
た
。
－
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
『
興
福
寺
延
年
舞
式
』
と
謡
曲
と
の
例
を
合
わ
せ
て

言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
『
越
天
楽
』
の
旋
律
に
狭
義
の
「
今
様
」
を
乗
せ
て
歌
っ
た
例

は
古
い
時
期
に
つ
い
て
は
見
当
た
ら
ず
、
お
よ
そ
室
町
時
代
か
、

そ
の
前
後
に
い
く
ら
か
ひ
ろ
が
り
う
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
平
調

の
『
越
天
楽
』
の
主
・
副
旋
律
部
や
、
盤
渉
調
の
『
越
天
楽
』
の

重
頭
部
の
旋
律
に
狭
義
の
「
今
様
」
で
は
な
い
形
式
（
句
の
末
が

四
音
節
に
な
る
場
合
が
含
ま
れ
て
い
る
）
を
乗
せ
て
歌
っ
た
場
合
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
ら
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
と
く
に

古
い
時
期
の
例
と
は
言
え
な
い
。
－
以
上
で
あ
る
。

五
　
『
大
和
事
始
』
に
あ
ら
わ
れ
た
筑
紫
の
楽

　
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
、
直
接
の
証
拠
と
は
言
い
が
た
い
も
の

で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
記
事
か
お
る
。
江
戸
期
の
も
の
で

は
あ
る
が
、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
江
戸
期
を
は
る
か
に
さ
か

の
ぼ
る
時
期
の
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
命
婦
石
川
色
子
と
い
ひ
し
人
、
筑
紫
彦
山
に
て
、
唐
人
に
あ

　
　
ひ
て
筝
の
こ
と
を
つ
た
へ
、
宇
多
天
皇
に
授
け
奉
る
、
（
河

　
　
海
抄
）
是
筝
の
始
也
、

　
　
　
い
に
し
へ
よ
り
琵
琶
、
笙
、
箪
笥
等
に
、
筑
紫
流
あ
り
、

　
　
　
今
だ
ｙ
筝
の
み
其
術
存
し
て
其
他
は
伝
は
ら
ず
、
（
筑
紫

　
　
　
筝
の
術
、
今
猶
肥
前
国
に
伝
は
れ
り
。
）
筝
の
曲
節
こ
れ
を
京

　
　
　
楽
に
比
す
る
に
甚
詳
な
り
、
其
譜
も
又
異
な
り
、
和
歌
詩

　
　
　
句
の
吟
詠
あ
り
、
皆
其
節
奏
に
中
る
事
歌
謡
の
ご
と
し
、

　
　
　
疑
ら
く
は
是
古
昔
唐
人
の
伝
る
所
な
ら
ん
か
、
然
れ
共
其

　
　
　
声
音
こ
れ
を
京
楽
に
比
す
れ
ば
、
淫
扉
に
し
て
雅
楽
と
す

　
　
　
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
共
こ
れ
を
今
の
瞥
者
の
弾
ず
る
所
に
比

　
　
　
す
れ
ば
、
又
頗
雅
に
ち
か
し
、
近
世
誉
者
の
弾
ず
る
所
の

　
　
　
筑
紫
筝
は
極
て
淫
扉
な
り
、
其
由
て
来
る
所
甚
だ
近
し
、

　
　
　
二
三
十
年
前
筑
後
図
に
僧
あ
り
、
法
水
と
号
す
、
善
導
寺



　
　
　
に
住
し
、
筑
紫
筝
を
学
ぶ
、
後
に
江
戸
に
行
、
諸
家
に
往

　
　
　
来
し
て
筝
を
弾
ず
、
還
俗
し
て
甚
特
賞
を
得
た
り
、
筝
術

　
　
　
を
以
て
替
者
八
橋
検
校
に
伝
ふ
、
八
橋
検
校
こ
れ
を
習
得

　
　
　
て
、
改
て
三
絃
の
曲
に
合
う
っ
し
て
淫
声
と
な
し
て
、
以

　
　
　
て
流
俗
の
嗜
好
に
合
、
こ
れ
よ
り
し
て
其
風
大
に
変
じ
て
、

　
　
　
扉
曼
の
楽
と
な
る
、
然
れ
ど
も
其
由
来
る
所
の
者
、
筑
紫

　
　
　
流
な
る
故
、
筑
紫
筝
と
称
す
、
古
筑
紫
流
と
は
お
な
じ
か

　
　
　
ら
ず
、
八
橋
検
校
は
貞
享
二
年
に
七
十
余
歳
に
て
死
す
、

　
　
　
（
黒
谷
に
墓
有
）
こ
ゝ
を
以
て
新
筑
紫
筝
の
術
、
久
し
か
ら

　
　
　
ざ
る
こ
と
を
知
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
和
事
始
　
三
　
器
用
　
筝
　
古
事
類
苑
楽
舞
部
）

　
筑
紫
、
こ
れ
が
筑
前
・
筑
後
か
、
そ
れ
を
含
む
地
域
な
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
九
州
北
部
の
あ
た
り
に
、
唐
の
人

か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
筝
の
楽
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
よ
り

も
古
く
か
ら
、
そ
の
地
に
は
雅
楽
風
の
管
楽
器
や
弦
楽
器
の
楽
が

あ
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
、
こ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い

る
。
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
真
否
は
未
詳
で
あ
る
と
し
て
も
、

と
も
か
く
、
畿
内
で
も
東
国
で
も
な
く
筑
紫
に
つ
い
て
の
み
、
こ

の
よ
う
な
伝
承
が
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で

あ
ろ
う
。
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
、
参
考
に
し
て
よ
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

六
　
「
黒
田
節
」
、
お
よ
び

　
　
　
　
　
も
う
一
つ
の
『
越
天
楽
』
の
旋
律

　
筑
前
（
福
岡
県
北
部
）
の
歌
謡
と
さ
れ
る
「
黒
田
節
」
の
旋
律

は
、
明
ら
か
に
平
調
の
『
越
天
楽
』
の
主
・
副
旋
律
部
を
近
世
風

の
都
節
な
い
し
陰
旋
法
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
歌
詞
の
形
式
は
明

ら
か
に
狭
義
の
「
今
様
」
の
形
式
で
あ
る
。
そ
の
起
源
、
あ
る
い

は
源
泉
、
な
い
し
系
譜
は
、
未
詳
と
さ
れ
て
お
り
、
私
に
も
、
ま

だ
つ
き
と
め
ら
れ
な
い
。

　
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
、
そ
れ
は
、
『
越
天
楽
』

の
曲
節
と
狭
義
の
「
今
様
」
の
形
式
の
歌
詞
と
の
結
合
し
た
例
が
、

九
州
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
も
う
一
つ
の
例
か
お
る
。

　
一
九
〇
三
面
治
三
六
）
年
に
で
き
た
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
派
の
共
通
賛
美
歌
の
な
か
の
、
盤
渉
調
重
頭
部
の
平
調
の

旋
律
を
都
節
な
い
し
陰
旋
法
に
変
化
さ
せ
た
旋
律
に
、
狭
義
の

「
今
様
」
の
形
式
の
歌
詞
を
乗
せ
た
例
「
お
も
ひ
い
づ
る
も
　
は

づ
か
し
や
」
（
二
四
五
〈
一
九
五
四
年
版
⊇
二
七
〉
番
）
が
、
す
な
わ

ち
そ
の
例
で
あ
る
。

　
旋
律
と
、
歌
詞
の
形
式
と
の
、
こ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
が
、
ど

う
い
う
起
源
を
持
ち
、
ど
う
い
う
事
情
で
『
賛
美
歌
』
に
は
い
っ



た
の
か
は
、
未
詳
で
あ
る
。

　
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
八
月
、
福
岡
で
こ
の
点
に
つ
い
て
話

し
た
と
き
、
兼
川
晋
氏
か
ら
、
九
州
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
旋
律
が
、

熊
本
バ
ン
ド
と
の
関
係
で
、
賛
美
歌
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
が
提
出
さ
れ
た
。

　
こ
の
推
測
は
、
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
初
期
、
熊

本
で
結
成
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
グ
ル
ー
プ
が
、
や
が
て

同
志
社
を
つ
く
り
、
賛
美
歌
集
の
編
纂
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と

は
、
事
実
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
旋
律
が
狭
義
の
「
今
様
」
と

組
み
合
わ
さ
れ
た
と
い
う
明
ら
か
な
証
拠
が
、
他
の
地
域
に
つ
い

て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
源
流
、
系
譜
は
未
詳
で
は
あ
る
が
、
九
州
（
熊
本
地
域
を
含
む
）

に
伝
わ
っ
た
も
の
が
、
能
一
本
バ
ン
ド
、
同
志
社
を
経
て
、
『
賛
美

歌
』
に
は
い
っ
た
可
能
性
は
、
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
結
局
、
平
調
の
「
越
天
楽
」
の
旋
律
が
、
狭
義
の
「
今
様
」
の

歌
詞
（
慈
円
の
「
春
の
弥
生
の
」
以
下
の
歌
詞
）
を
乗
せ
て
教
科
書

に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
私
の
記
憶
す
る
と
こ
ろ
で
は
昭
和
三
〇
年

ご
ろ
の
高
校
音
楽
の
教
科
書
で
あ
る
。
ま
た
、
賛
美
歌
に
平
調
の

『
越
天
楽
』
の
曲
が
七
五
調
四
句
の
歌
詞
を
乗
せ
て
採
用
さ
れ
た

の
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
『
賛
美
歌
　
第
二
編
』
が
最
初
で
あ
る
。

「
越
天
楽
今
様
」
と
い
う
言
い
か
た
は
、
田
辺
尚
雄
『
日
本
音
楽

講
話
』
　
に
見
え
る
呼
び
か
た
（
た
だ
し
、
そ
う
呼
ぶ
根
拠
は
と
く
に

挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
）
の
あ
た
り
か
ら
発
生
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
だ
、
最
終
的
な
と
こ
ろ
ま
で
は
確
認

し
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
『
越
天
楽
』
の
旋
律
と
狭
義
の
「
今
様
」
形
式
の
歌
詞

と
の
結
合
の
明
確
な
例
が
二
種
あ
り
、
そ
れ
が
ど
ち
ら
も
九
州
地

域
の
文
化
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
性

格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
注
意
し
て
よ
い
。
九
州
地
域
の
文
化

に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
畿
内
」
か
ら
伝
播
し
た
と
は
言
え
な
い
も
の

か
お
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
言
え
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
ら
と
日
本
古
代
の
王
権
史
や
文
化
史
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
い
く
つ
も
の
論
考
で
述
べ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
に

い
ち
い
ち
は
言
わ
な
い
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
の
論
考
に
も
、
前
史
が
あ
る
。

　
「
問
題
の
所
在
」
　
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
問
題
を
、
問
題
だ
と
自

覚
し
た
の
は
、
五
十
年
近
く
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、

疑
問
が
な
か
な
か
晴
れ
な
い
ま
ま
に
、
調
べ
は
後
ま
わ
し
ま
た
後

ま
わ
し
と
な
り
、
そ
の
う
ち
考
究
の
道
が
和
歌
か
ら
古
代
の
方
面



に
の
び
て
い
き
、
芸
能
に
か
か
わ
る
論
考
も
お
り
お
り
に
書
き
は

し
た
も
の
の
、
古
代
に
か
か
わ
る
こ
と
に
労
力
は
多
く
つ
い
や
さ

れ
、
音
楽
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
お
り
お
り
口
頭
発
表
を
し
た
ほ

か
は
、
あ
と
ま
わ
し
に
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
昨
（
二
〇
〇
一
）
年
度
ま
で
で
、
古
代
に
も
っ
ぱ
ら
か
か
わ
る

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
と
も
か
く
一
段
階
を
な
す
ほ
ど
の
こ
と
が

ら
を
ひ
と
わ
た
り
書
き
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
、
そ
の
あ
と
、
あ
ら
た
め
て
多
く
の
宿
題
を
し
だ
い
に
と
り

あ
げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
む
ろ
ん
、
古
代
と
縁
が
な
く
は
な
い

も
の
も
、
と
き
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
も
の

も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
本
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
点
が
い

く
つ
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
わ
か
ら
な
い
点
を
、
ど
の
点

が
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
わ
か
ら
な
い
の
か
と
い
う
根
拠

を
添
え
て
、
で
き
る
だ
け
明
確
に
提
示
し
だ
の
が
こ
の
論
考
の
持

つ
意
味
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
わ
か
ら
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
い
つ
明
ら
か
に
な
る
か
は
わ
か

ら
な
い
ま
ま
に
、
依
然
と
し
て
探
究
は
つ
づ
け
ら
れ
る
。

　
転
宅
、
研
究
室
か
ら
自
宅
の
書
庫
へ
の
移
動
、
さ
ら
に
は
筆
者

自
身
の
体
調
不
順
に
と
も
な
い
、
資
料
の
整
理
、
検
索
、
確
認
に

不
十
分
な
点
が
生
じ
て
い
る
個
所
か
お
る
。
そ
の
種
の
個
所
に
つ

い
て
は
、
整
理
と
確
認
が
完
了
し
次
第
、
追
加
、
訂
正
が
行
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
『
越
天
楽
』
の
旋
律
や
、
歌
謡
の
歌
詞
と
の
組
み
合
わ
せ
か
た

の
例
に
つ
い
て
も
、
な
お
、
精
査
し
て
述
べ
る
べ
き
点
が
い
く
つ

も
あ
る
。
し
だ
い
に
述
べ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

　
註

　
（
Ｉ
）
　
芝
祐
泰
『
五
線
譜
に
よ
る
雅
楽
総
譜
』
巻
二
に
よ
る
。

　
（
２
）
　
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

　
（
３
）
　
初
編
。
一
八
八
一
　
（
明
治
一
四
）
年
刊
。

　
（
４
）
　
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
刊
。

　
（
５
）
　
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
、
河
出
書
房
。
全
集
の
巻
次
、
夫

　
　
　
　
確
認
。

　
（
６
）
　
改
訂
新
版
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
、
東
京
堂
。

　
（
７
）
　
観
世
流
大
成
版
に
よ
る
。

　
（
８
）
　
芝
祐
泰
『
五
線
譜
に
よ
る
雅
楽
総
譜
』
巻
二
二
九
六
九
〈
昭

　
　
　
　
和
四
四
〉
年
、
カ
ワ
イ
楽
器
）
に
よ
る
。

　
（
９
）
　
観
世
流
大
成
版
に
よ
る
。

　
（
1
0
）
　
刊
年
未
確
認
。

　
（
Ｈ
）
　
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
八
月
二
九
日
、
市
民
の
古
代
・
九
州

　
　
　
　
の
会
主
催
の
講
演
会
。

　
（
1
2
）
　
書
名
、
出
版
社
、
刊
年
未
確
認
。

　
（
1
3
）
　
刊
年
未
確
認
。

　
（
1
4
）
　
『
日
本
大
百
科
全
書
』
（
二
版
　
一
九
九
四
〈
平
成
六
〉
年
　
ふ



学
館
）
に

　
（
初
略
）
な
か
で
も
「
春
の
弥
生
の
あ
け
ぼ
の
に
」
の
詞
に

よ
る
『
越
天
楽
今
様
』
は
、
雅
楽
曲
『
越
天
楽
』
（
平
調
）
の

旋
律
に
の
せ
て
優
雅
に
歌
わ
れ
る
。
越
天
楽
の
痕
跡
は
寺
院
芸

能
と
し
て
の
延
年
や
、
語
り
物
と
し
て
の
平
曲
に
残
さ
れ
、
さ

ら
に
そ
の
延
長
線
上
に
筝
歌
（
筝
曲
）
の
勃
興
や
民
謡
の
伝
播

（
た
と
え
ば
筑
前
今
様
か
ら
『
黒
田
節
』
へ
）
が
み
ら
れ
る

（
後
略
）
（
「
今
様
」
の
項
）

　
ま
た
、

　
（
初
略
）
平
調
越
天
楽
は
（
中
略
）
こ
の
旋
律
に
七
五
調
四

句
を
付
し
た
平
安
中
期
の
今
様
を
と
く
に
『
越
天
楽
今
様
』
と

い
う
。

　
な
か
で
も
筑
前
今
様
は
今
日
の
　
『
黒
田
節
』
　
（
酒
は
飲
め
飲

め
…
…
）
の
原
曲
で
あ
る
。
（
「
越
天
楽
」
の
項
）

　
と
あ
る
の
は
、
『
越
天
楽
』
の
旋
律
と
狭
義
の
「
今
様
」
と

が
組
み
合
わ
さ
っ
て
「
越
天
楽
今
様
」
と
呼
ば
れ
る
歌
曲
が
平

安
中
期
か
ら
ず
っ
と
畿
内
の
都
の
地
に
存
在
し
た
と
い
う
意
味

に
受
け
取
り
う
る
か
ら
、
そ
の
点
、
妥
当
と
は
言
い
が
た
い
。

　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
簡
約
版
　
一
九
八
六
　
（
昭
和
六

一
）
年
　
岩
波
書
店
）
に

　
（
初
略
）
な
お
一
般
に
「
越
天
楽
今
様
」
と
し
て
、
今
様
を

雅
楽
「
越
天
楽
」
の
曲
節
で
歌
う
が
、
起
源
・
沿
革
が
定
か
で

な
い
。

　
（
後
略
）
（
「
今
様
」
の
項
）

と
あ
る
の
が
、
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
二
〈
平
成
十
四
〉
年
六
月
三
〇
日
）
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