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重
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こ
と
手
づ
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琴
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／
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都
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流
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絃
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た
／
坂
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敏
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こ
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城
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作
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八
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直
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一二
絃
と
う
た
／
砂
崎
知
子
　
こ
と
／
花
房
は
る
え

尺
八
／
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崎
重
康
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節
切
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宮
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耕
八
朗
　
一二
味
線
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う
た
／
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曲
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村
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七
絃
／
池
上
早
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■

菅

笠

節

一
六
六
四
年
発
行

の
糸
竹
初
心
集
は

一
節

切
　
筆
　
三
味

線

の
入
門
書

で
、
そ

の
頃

の
流
行
歌
を
ほ
と
ん
ど

ユ
ニ
ゾ

ン
で
合
奏

し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
楽
譜
は

今

の
私
た
ち

に
と

っ
て
は
大
変

に
難
解

で
す
が
、
研
究
者

に
よ

っ
て
整
理
さ
れ
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。
と
は

い
え
、

そ

の
時
代

の
音
楽
を
再
現
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
無
理

な

こ
と
で
す
か
ら
、
糸
竹
初

心
集

の
譜

に
は
あ
ま
り

こ
だ

わ
ら
ず
、
形
態
だ
け

一
応
近

い
形

で
演
奏

し
て
み
ま
し
ょ

う
。
な
お
、
尺
八
演
奏
家

で

一
節
切

の
研
究
家
と
し
て
も

有
名
な
渡
辺
浩
風
師

に
貴
重
な
ご
助
言
を

い
た
だ
き
ま
し

た

こ
と
を
感
謝

い
た
し
ま
す
。

■

末

　

の
　

契

松
浦
検
校

（
？
―

一
人
三
二
年

）
は
地
歌

の
京
流
手
事
物

の
大
成
者

で
宇
治
巡
り

・
四
季
の
眺

・
深
夜
の
月

・
四

つ

の
民

（以
上
松
浦

の
四

つ
も

の
γ
そ

の
ほ
か
末
の
契

・
若

菜

。
新
浮
舟

・
里
の
暁

・
■
の
台
な
ど
数
多
く

の
作
品
を

残

し
た
人
で
す
。

末
の
契

は
丁
度
尺
人

に
と

っ
て
も
鳴

り
易

い
旋
律

の
せ

い

か
、
尺
八
家

に
も
わ
り
あ

い
に
好
ま
れ
て

い
る
曲

で
す
。

も

っ
と
も

そ
れ

は
作
曲
者

に
と

っ
て
は
意

図
し
な
か

っ
た

こ
と

で
し

ょ
う

け
れ
ど
。

六
段

・
千
鳥

に
代
表

さ
れ

る
古
典

（
尺
八
家

に
と

っ
て
外

曲

）
は
琴
古
流
　
都
山
流

そ
れ
ぞ
れ
が
慨
ね
三
味
線

と
よ

く
似

た
旋
律
を
吹
く

の
が
常

で
す
が
、
そ
れ

で
も

ひ。
と．
肝

し
聞
け
ば
あ
き
ら
か
に
流
の
区
別
が
感
じ
ら
れ
る
手
付
け

に
な

っ
て

い
ま

す

。

そ

の
両

方

を

聞

い

て

い
た

だ

き

ま

す

。

■

　

比

　

良

江
戸
時
代

に
三
味
線
を
伴
奏
と
す

る
地
歌
が
出
来
、
そ
れ

に
筆
が
加
わ
り
更

に
後
世
尺
八
が
加
わ

っ
て
三
曲
合
奏

と

言
わ
れ
る
合
奏

の
形
態
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

と
異
り
、　
一
人

の
作
曲
家

に
よ
る
三
曲
合
奏
が
、
宮
城
道

雄

（
一
人
九
四
年
―

一
九
五
六
年

）
に
よ

っ
て
作
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
積
極
的
な
創
作

の
姿
勢
は
彼

の
数
多
く
、
ま

た
多
彩
な
作
品
の
随
所

に
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
、
更

に

楽
器

の
改
良

か
ら
新

し

い
楽
器

の
創
作

に
ま

で
及
ん
だ
彼

の
作
風
は
、
日
本

の
伝
統
音
楽

の
発
展

に
多
大
な
影
響
を

残
し

て
い
ま
す
。

比
良

は

一
九
二
三
年

の
作
曲
。
和
漢
朗
詠
集
、
春

の
部
、

早
春
三
首

の
う
ち
兼
盛

の
和
歌

み
わ
た
せ
ば
比
良

の
高
嶺

に
雪
消
え

て

若
莱

つ
む
べ
く
野
は
な
り
に
け
り

春
を
迎
え
る
喜
び
を
三
絃
が
本
調
子
↓

二
上
り
と
転
調
し

な
が
ら
表
現
し
ま
す
。
同
じ
宮
城
道
雄

の
作
品
で
や
は
り

春
を
う
た

い
、
三
下
り
で
通
し

て
い
る
軒
の
雫

（
一
九

二

六
年
作
曲

）
と
実

に
対
照
的
な
作
品
と
な

っ
て
い
ま
す
。

■

　

古

典

の
技

法

―
―

四

つ
の
楽
器
―

―

一
九
六
三
年

の
作
曲

。
作
曲
者

の
多
種

の
楽
器

に
よ
る
合

奏
曲

と
し
て
は
以
前

に
尺
八

・
筆

・
十
七
絃

の
た
め

の
四

重
奏
曲

（
一
九
五
九
年
作
曲

）
が
あ
り
、　
一
九
六
〇
年

の

季
と
十
七
絃

に
よ
る
二
重
奏
曲
な
ど
を
経

て
、

こ
の
曲

に

至
る
ま

で
に
、
古
典

へ
の
接
近
が
大
き
く
な

っ
て
い
ま
す
。

四
重
奏
曲

で
は
従
来
ま
で
の
伝
統
的
な
枝
法

や
楽
器

の
限

界

に
対

し
て
妥
協

の
な

い
呵
責
を
感
じ
た
演
奏
者
も
少
な



く
な
か

っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
古
典

の
技
法

に
あ

っ
て
は

こ
の
よ
う
な
責

め
者

は
、
と
り
は
ら
わ
れ
た
感
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
古
典

へ
の
追
随

や
降
服
も
し
く
は

演
奏
者

へ
の
あ
わ
れ
み
な
ど
で
は
な
く
、
古
典

へ
の
讃
歌

と
発
展

へ
の
自
信
と
見
る
べ
き
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
古
典

そ
の
ま
ま

で
は
な
く
、
演
奏
者

に
と

っ
て
や
は
り
四
重
奏

山
を
難
な
く
通
り
ぬ
け
な
く

て
は
古
典

の
技
法
を
充
分

に

表
現
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

一
九
六
八
年
頃

に
は
こ
の
作
品
や
そ

の
ほ
か
が
、
大
編
成

で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
現
代

の
日
本
音
楽

の
時
間
な
ど
で
さ
か
ん

に

放
送
さ
れ
た

こ
と
は
、
日
本
音
楽
集
団
結
成
当
時

の
メ
ン

バ

ー
に
と

っ
て
は
大
変
な

つ
か
し

い
想

い
出

で
す
が
、
今

日
こ
こ
で
演
奏
す

る
者
た
ち
は
、
か
す
か
に
知
る
だ
け
で

す
。

■

　
”中
―
三
群

の
三
曲
と
日
本
大
鼓

の
た
め
の
協
奏
曲
―

日
本
音
楽
集
同

一
座
の
座

つ
き
作
曲
家
三
木
稔
が

一
九
七
〇

年

に
コ
ロ
ン
ビ

ア
　
レ

コ
ー
ド

の
委
嘱

で
作
曲
。

第

一
部
と
第
二
部

と

に
分
か
れ

て
い
ま
す
が
、
演
奏

は
続

け
て
行

い
ま
す
。
第

一
部
は
き
ま

っ
た
リ
ズ

ム
を
感

じ
さ

せ
る
こ
と
毎
く̈
各
楽
器

の
討
論
会

と
で
も
云

い
ま
し
ょ
う

か
、
お
喋
り
を
し
て
、
そ
の
喧
喋
が
パ

タ
リ
と
止
む
と
、

琵
琶
が
う
た

い
出

し
て
第
二
部
と
な
り
ま
す
。
第
二
部
は

鶴も一脚
震“
“贅罐
“資Ｆ叫鋤鵬鰤
鋼罐
肋れ
だ詢喧

風
の
ビ
ー
ト
を
執
拗
に
く
り
か
え
し
ま
す
。

第
二
部
に
あ
る
カ
デ
ン
ツ
ァ
は
従
来
、
野
坂
恵
子

（
二
十

絃
隼
）
の
も
の
と
杉
浦
弘
和

（三
絃
）
の
も
の
が
各
々
何

度
も
演
奏
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今

回
は
尺
八
で
聞

い
て

い
た
だ
き
ま
す
。

■
　
企
画

・
構
成

に
あ
た

っ
て
―
―

宮
田
耕
八
朗

江
戸
時
代
、
尺
人
は
虚
無
僧
専
有
の
法
器
と
さ
れ
、　
一
般

庶
民

の
吹
奏

は
襟
■

さ
れ
て

ぃ
ま
し
た
。
　

〓
八
七

一
年

（
明
治
四
年

）
に
普
化
宗
が
廃
止
さ
れ
、
尺
人
は
広
く
庶
民

に
親
し
ま
れ
盛
ん

に
事
や
二
絃
と
合
奏
す
る
よ
う

に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
合
奏
す
る
曲
を
外
曲
と
呼
び
、
普
化
宗

の

僧

（虚
無
僧

）
の
時
代

の
宗
教
音
楽
を
本
曲

と
し
て
区
別

し
ま
し
た
。

で
す
か
ら
尺
八
家
が
外
曲

と
言
え
ば
地
歌

事
山

の
こ
と
を
言

っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
外
曲

と
の
関

わ
り
が
尺
人

に
と

っ
て
非
常

に
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し

た
。
楽
器
と
し
て
音
階
的

に
も
技
法
と
し
て
も
、
か
な
り

質
的
な
変
革
を
少
し
づ

つ
行

い
、
そ
れ
は
本
曲

の
演
奏

に

ま
で
変
化
を
も
た
ら
し
、
又
当
然
な
が
ら
、
本
曲

の
演
奏

法
も
外
曲

の
演
奏

に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与

え
て

い
ま
す
。

そ
れ
は

一
人
尺
人

の
変
化
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず

、
他

の
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
と
も
か
ら
み
あ

っ
て
、
伝
統
音
楽

の
発
展

的
継
承
と
新
し

い
日
本
音
楽
創
造

の
上
壌
を
作

っ
て
き
ま

し
た
。

一
節
切
は
、
も
と
よ
り
今

の
尺
人
と
は
別
種
な
も

の
で
す

が
、
江
戸
時
代
前
期

に
行
わ
れ

て

い
た
竿
　
三
絃
な
ど
と

の
合
奏
が
、
後

の
三
山
合
奏

の
下
地
を
作

っ
た
も

の
で
し

よ
う
。

今

回

の
演
奏
会

は
外

曲

と

い
う
言
葉

が
生

れ
た
過

程
を

ふ

ま
え
た
上

で
、
言
葉

づ

か

い
と
し

て
は
か
な
り
拡
大

し

て

い
ま
す
。


