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（
二
十
五
）

は
じ
め
に

豊
原
統
秋
（
一
四
五
〇
〜
一
五
二
四
）
に
よ
る
楽
書
『
體
源
鈔
』
の
巻
一
に
、「
調
子

姿
事
」
と
い
う
記
事
が
あ
る（1）
。「
調
子
姿
」
と
は
、
現
在
一
般
的
に
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
唐
楽
の
六
調
子
そ
れ
ぞ
れ
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
を
、
あ
る
情
景
に
喩
え
た
口
伝
で
あ

る
。『
體
源
鈔
』
に
は
こ
の
よ
う
な
「
調
子
姿
」
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る（2）
。
そ
の

中
で
も
巻
一
所
収
の
記
事
は
、豊
原
家
が
専
門
と
す
る
笙
の
「
調
子
」
に
関
わ
る
内
容
で

あ
る
点
、
ま
た
父
・
治
秋
と
の
問
答
を
通
じ
て
具
体
的
な
句
や
演
奏
法
に
言
及
す
る
点
か

ら
、「
調
子
姿
」
と
い
う
抽
象
的
な
表
現
の
根
拠
を
探
る
上
で
非
常
に
重
要
な
資
料
と
い

え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
実
際
の
音
・
演
奏
の
中
か
ら
「
調
子
姿
」
と
い
う
比
喩
の
根
拠
を
見
出
す

研
究
の
一
環
と
し
て
、特
に
盤
渉
調
を
取
り
上
げ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
「
調

子
姿
事
」
で
言
及
さ
れ
る
各
調
子
特
有
の
句
の
内
、複
数
の
調
子
に
現
れ
る
三
種
類
の
句

に
注
目
し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
〔
比
嘉　

二
〇
一
三
〕。
そ
の
中
で
も
〈
盤

渉
調
音
〉は
盤
渉
調
以
外
の
調
子
に
現
れ
る
場
合
で
も
盤
渉
調
の
よ
う
に
演
奏
す
る
よ
う

明
記
さ
れ
て
い
る（3）
。
尚
、
盤
渉
調
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

吹
様
の
す
か
た
如
何
。
何
に
喩
つ
へ
く
も
な
し
。
余
の
調
子
よ
り
も
し
つ
か
に
の
へ

か
け
て
吹
へ
し
と
在
之
。
こ
の
心
い
さ
ゝ
か
有
口
伝
之
。
惣
而
水
の
心
ハ
陰
ナ
リ
、

陰
ハ
し
つ
み
て
し
づ
か
な
る
に
其
徳
ア
リ
、
涼
心
も
し
づ
か
な
る
所
に
有
べ
し
。
火

ハ
さ
か
り
に
に
ぎ
は
ゝ
し
く
て
、
あ
た
ゝ
か
な
る
こ
と
一
切
の
盛
も
の
に
喩
た
る
に

對
て
此
調
の
心
を
さ
と
る
べ
し
。

（
一
九
頁
）
※
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る

「
調
子
姿
事
」
は
各
調
子
を
何
ら
か
の
情
景
に
喩
え
た
口
伝
で
あ
る
、
と
最
初
に
説
明

し
た
が
、盤
渉
調
だ
け
は
傍
線
の
よ
う
に
特
定
の
描
写
が
な
い
。
そ
し
て
水
と
火
を
例
に

挙
げ
、盤
渉
調
の
性
質
を
解
説
す
る
。
前
に
挙
げ
た
〈
盤
渉
調
音
〉
が
出
現
す
る
他
の
調

子
に
は
、
黄
鐘
調
と
太
食
調
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
火
の
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る（4）
。
ま
た
、

黄
鐘
調
・
太
食
調
と
も
に
「
調
子
姿
事
」
で
は
、
盤
渉
調
の
「
し
つ
か
に
の
べ
か
け
て
」

と
は
正
反
対
の
性
質
を
思
わ
せ
る
表
現
で
記
さ
れ
て
い
る（5）
。
そ
の
中
に
〈
盤
渉
調
音
〉
が

盤
渉
調
「
調
子
」
に
お
け
る
〈
乱
句
〉
の
構
造
と
特
徴
│
『
體
源
鈔
』
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
て

│

比
嘉　
　

舞

『
體
源
鈔
』
の
巻
一
に
は
「
調
子
姿
事
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。「
調
子
姿
」
と
は
、唐
楽
六
調
子
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
情
景
に
喩
え
た
口
伝
で
あ
る
。

当
該
記
事
は
こ
の
口
伝
の
み
な
ら
ず
、
更
に
各
調
子
特
有
の
句
や
笙
の
演
奏
法
に
ま
で
言
及
す
る
。
つ
ま
り
「
調
子
姿
」
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
の

根
拠
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
資
料
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
盤
渉
調
「
調
子
」
に
お
い
て
秘
事
と
さ
れ
る
〈
乱
句
〉
に
注
目
し
、
そ
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
盤
渉
調
「
調
子
」
に
お
け

る
他
調
子
の
要
素
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、〈
乱
句
〉
に
は

・

の
合
竹
の
多
用
と
そ
の
配
置
に
特
徴
が
あ
る
事
が
判
明
し
た
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
太
食
調
特
有
の
句
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
盤
渉
調
「
調
子
」
に
は
秘
事
〈
乱
句
〉
の
中
に
他
調
子
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
と
結

論
づ
け
た
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕 
笙
、
調
子
姿
、
體
源
鈔



現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、そ
の
部
分
で
ど
こ
か
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が
漂
う
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
。
一
方
で
盤
渉
調
「
調
子
」
に
は
、他
調
子
を
基
と
す
る
句
は
一
切
出
現
し

な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
盤
渉
調
「
調
子
」
は
徹
頭
徹
尾
、
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
演
奏
す

べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
他
調
子
の
要
素
は
全
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
「
調
子
姿
事
」
盤
渉
調
の
項
に
は
「
乱
句
は
秘
事
也
。
乱
の
字
ニ
聊
又
口
傳
在

之
」
（6）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。〈
乱
句
〉
と
は
盤
渉
調
「
調
子
」
の
一
五
・
一
六
句
に
現
れ
る

秘
事
で
あ
る
。
こ
の
「
乱
」
の
字
と
、盤
渉
調
の
姿
で
あ
る
「
只
し
づ
か
に
延
て
」
と
い

う
表
現
は
正
反
対
の
性
質
を
想
起
さ
せ
る
。「
乱
」
の
字
に
つ
い
て
の
口
伝
の
詳
細
は
こ

れ
以
上
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、〈
乱
句
〉
が
秘
事
で
あ
る
点
か
ら
も
、
盤
渉
調
の

「
姿
」
と
は
異
質
な
要
素
を
含
む
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、〈
乱
句
〉
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
し
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る

の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

一　

盤
渉
調
「
調
子
」
の
概
要

〈
乱
句
〉
の
分
析
の
前
に
、
ま
ず
盤
渉
調
「
調
子
」
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
盤

渉
調
「
調
子
」
は
二
一
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
二
一
句
全
て
が
異
な
る
旋
律
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
る
句
が
い
く
つ
か
あ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
「
調
子

姿
事
」
で
言
及
さ
れ
る
特
殊
な
句
を
概
観
し
た
後
、二
一
句
の
構
成
が
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
を
解
説
す
る
。

盤
渉
調
「
調
子
」
に
現
れ
る
特
殊
な
句

「
調
子
姿
事
」
の
盤
渉
調
の
項
で
は
、
ま
ず
盤
渉
調
の
姿
に
つ
い
て
記
し
た
後
、〈
盤
渉
調

音
〉〈
千
段
活
〉
（7）

〈
乱
句
〉〈
舌
音
〉
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。〈
盤
渉
調
音
〉
と
〈
乱

句
〉
に
つ
い
て
は
前
に
挙
げ
た
為
省
略
す
る
こ
と
と
し
、〈
千
段
活
〉
に
つ
い
て
は
「
千
段
活

と
い
ふ
句
、
こ
れ
も
褒
た
る
調
な
り
」
（8）

、〈
舌
音
〉
に
つ
い
て
は
「
舌
音
こ
れ
は
七
下
の
所

に
有
べ
し
、
實
に
舌
ノ
聲
ナ
リ
。」
（9）

と
あ
る
。
い
ず
れ
も
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、
譜
例
を
挙
げ
な
が
ら
簡
単
に
見
て
い
き
た
い（10）
。

盤
渉
調
「
調
子
」
中
、
最
初
に
現
れ
る
の
が
〈
盤
渉
調
音
〉
で
あ
る
。
三
句
・
一
一

句
・
一
九
句
に
現
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
句
は
他
調
子
（
太
食
調
・
黄
鐘
調
・

平
調
）
に
も
出
現
し
、常
に
盤
渉
調
の
姿
で
演
奏
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い

て
は
〔
比
嘉　

二
〇
一
三
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

次
に
、〈
千
段
活
〉
は
六
句
・
九
句
・
一
三
句
・
一
七
句
に
現
れ
る
。
い
ず
れ
の
句
に

お
い
て
も
同
型
で
あ
る
。〔
譜
例
一
〕
の

で
囲
ん
だ
部
分
で
は
七
・
行
・
美
と
順
次

下
行
し

の
合
竹
に
至
る
。
続
い
て
、
七
の
後
に
乙
が
入
る
こ
と
で
、
七
↓
乙
（
五
度
下

行
）
↓
行
（
四
度
上
行
）
と
い
う
跳
躍
が
生
じ
る
も
の
の
、
骨
格
と
し
て
は

部
分

と
共
通
す
る
。

の
合
竹
へ
の
収
束
を
三
度
繰
り
返
し
た
後
、四
度
目
は
下
の
合
竹
か
ら

盤
渉
調
宮
音
終
止
と
な
る
。
七
・
行
・
美
の
順
次
下
行
か
ら

の
合
竹
に
向
か
う
形
の
繰

り
返
し
が
〈
千
段
活
〉
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

〈
乱
句
〉
は
後
述
す
る
と
し
て
、
最
後
に
〈
舌
音
〉
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
現
行
譜
に

お
い
て
〈
舌
音
〉
は
四
・
七
・
一
〇
・
一
二
・
一
四
・
一
八
・
二
〇
句
に
現
れ
る
が
、そ
の
内
容

は
「
調
子
姿
事
」
と
一
部
矛
盾
す
る
。
ひ
と
ま
ず
「
調
子
姿
事
」
の
記
述
に
基
づ
い
て

〈
舌
音
〉
に
つ
い
て
確
認
す
る
。〈
舌
音
〉
は
「
七
下
の
所
に
有
べ
し
」
と
あ
っ
た
。
し
か

し
、七
か
ら
下
に
直
接
向
か
う
表
記
は
楽
譜
上
見
ら
れ
な
い
。
間
に
何
ら
か
の
音
を
挟
む

七
↓
下
の
動
き
は
三
種
類
あ
る
。
一
つ
目
は
盤
渉
調
宮
音
終
止
の
定
型
で
あ
る
（〔
譜
例

一
〕
末
尾
参
照
）。
二
つ
目
は
前
述
の
〈
千
段
活
〉
に
お
け
る
四
度
目
の
七
戈
か
ら
下
の
合

竹
に
向
か
う
部
分
だ
が
、
七
と
下
が
あ
ま
り
に
離
れ
す
ぎ
て
い
る
。
三
つ
目
は
四
・

一
二
・
二
〇
句
に
現
れ
る
〔
譜
例
二
〕。
お
そ
ら
く
、こ
の
形
が
「
調
子
姿
事
」
で
言
及
さ

れ
て
い
る
〈
舌
音
〉
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、現
行
譜
で
〈
舌
音
〉
記
さ
れ
る
七
・
一
〇
・
一
四

句
に
も
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
句
で
〈
舌
音
〉
と
さ
れ
る
の
は
、七
で
は
な
く
美
か
ら

下
の
合
竹
に
向
か
う
形
で
あ
る
〔
譜
例
三
〕。「
調
子
姿
事
」
の
記
述
に
随
う
な
ら
ば
、こ

の
部
分
は
〈
舌
音
〉
と
言
い
難
い
。
何
故
こ
の
部
分
も
〈
舌
音
〉
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て

は
、
詳
細
な
笙
譜
の
調
査
を
行
い
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

85

（
二
十
六
）
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盤
渉
調
「
調
子
」
の
構
成

〔
表
一
〕
は
、
盤
渉
調
「
調
子
」
二
一
句
に
お
け
る
前
述
の
四
種
類
の
特
殊
な
句
の
出

現
箇
所
と
、繰
り
返
さ
れ
る
句
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
二
段
目
の
記
号

は
繰
り
返
さ
れ
る
句
を
表
す
（
例
：
二
一
句
は
二
句
の
繰
り
返
し
）。〈
舌
音
〉
に
つ
い
て

は
、〔
譜
例
二
〕
に
あ
た
る
形
を
ａ
、〔
譜
例
三
〕
を
ｂ
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
特
殊
な
句
が
全
く
現
れ
な
い
の
は
一
・
二
・
五
・
八
・
二
一
句
で
、

前
半
に
集
中
し
て
い
る
。
九
句
以
降
は
必
ず
特
殊
な
句
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
殊
な

句
が
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
か
を
見
て
み
る
と
、〈
盤
渉
調
音
〉＋〈
舌
音
ａ
〉
と
〈
千
段
活
〉

＋〈
舌
音
ｂ
〉
の
組
合
せ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
六
句
＝
一
七
句
、
九
句
＝
一
三
句
と

い
う
事
か
ら
、〈
千
段
活
〉
が
現
れ
る
句
に
は
二
種
類
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、

〔
表
一
〕
最
下
段
に
記
し
た
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
組
合
せ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
四
句
の
末
尾
に
は
「
已
上
常
用
之
」、
一
五
句
冒
頭
に
は
「
自
是
乱
句

秘
之
」
と
い
う
傍
注
が
あ
る（11）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
通
常
は
一
四
句
ま
で
奏
し
た
後
、〈
乱

句
〉
で
あ
る
一
五
・
一
六
句
を
省
略
し
、
一
七
句
以
降
を
奏
し
た
と
思
わ
れ
る
。〈
乱
句
〉

を
省
略
し
た
場
合
、
前
に
示
し
た
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
配
列
は
、
一
一
・
一
二
句
の
Ａ
を
中
心

と
し
て
対
称
的
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
が
盤
渉
調
「
調
子
」
に
現
れ
る
特
殊
な
句
と
構
造
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
て
、
次
章
で
は
〈
乱
句
〉
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二　
〈
乱
句
〉
に
見
え
る
旋
律
の
特
徴

〈
乱
句
〉
に
見
え
る
旋
律

一
五
・
一
六
句
に
渡
る
〈
乱
句
〉
は
、
盤
渉
調
宮
音
・
徴
音
・
嬰
羽
音
終
止
の
部
分
を

目
安
と
し
て
各
句
を
三
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
芝　

一
九
七
二
〕。

ま
ず
一
五
句
か
ら
見
て
い
き
た
い
。〔
譜
例
四
〕
は
一
五
句
前
半
部
で
あ
る
。
冒
頭
か

ら
拾
ま
で
の
動
き
は
、
八
句
・
一
一
句
・
一
九
句
冒
頭
に
も
現
れ
る
〔
譜
例
五
〕。
こ
れ

ら
と
の
差
違
は
、
乙
・

を
拾
っ
た
後
の
合
竹
に
あ
る
。
一
五
句
冒
頭
で
は

す
な
わ
ち

美
を
加
え
た

の
合
竹
を
奏
す
る
こ
と
に
な
る
。
の
合
竹
の
後
か
ら
盤
渉
調
宮
音
終
止

ま
で
の
部
分
は
、〔
芝　

一
九
七
二
〕
に
よ
る
と
一
五
句
で
初
め
て
出
て
く
る
旋
律
と
な

る
。
次
に
一
五
句
中
間
部
を
〔
譜
例
六
〕（12）
示
す
。
冒
頭
か
ら
二
度
目
の

の
合
竹
ま
で
は

七
句
（
他
に
一
〇
・
一
四
・
一
八
句
）
の
冒
頭
部
に
出
現
す
る
旋
律
で
あ
る
〔
譜
例
七
〕。

そ
れ
以
降
の
宮
音
終
止
ま
で
は
、や
は
り
初
め
て
現
れ
る
旋
律
で
あ
る
。
後
半
部
〔
譜
例

八
〕
に
入
り
、
冒
頭
は
中
間
部
冒
頭
と
同
様
、
七
句
他
と
同
型
で
あ
り
、
こ
こ
は
乙
の
合

竹
ま
で
一
致
す
る
。
七
句
は
乙
の
合
竹
か
ら
一
旦
宮
音
終
止
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
が
、

一
五
句
で
は
〔
譜
例
八
〕
波
線
部
が
挿
入
さ
れ
、

の
合
竹
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
行
戈
か

ら
は
再
び
七
句
後
半
部
分
（〔
譜
例
七
〕
傍
線
部
）
と
一
致
す
る
。
以
上
、
一
五
句
に
つ

い
て
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
初
め
て
現
れ
る
旋
律
を
散
り
ば
め
な
が
ら
も
、
中
間
部
以
降

は
七
句
の
旋
律
が
断
片
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。

一
六
句
は
、
一
五
句
冒
頭
と
同
じ
導
入
部
の
後
、
上
・
言
・
七
の
順
次
下
行
す
る
音
を

拾
い
、
乙
の
合
竹
を
経
て
宮
音
終
止
で
前
半
部
を
終
え
る
〔
譜
例
九
〕。
中
間
部
〔
譜
例

一
〇
〕
は
二
度
目
の

の
合
竹
ま
で
が
初
出
の
旋
律
で
あ
る
。
七
戈
か
ら

の
合
竹
の
部

分
は
〈
千
段
活
〉
の
中
間
部
と
類
似
す
る
（〔
譜
例
一
〕
参
照
）。
ま
た
、〈
千
段
活
〉
で
繰

り
返
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
を
、
こ
こ
で
は
一
度
だ
け
奏
し
た
後
、
嬰
羽
音
終
止
と
な
る
点
も

注
目
し
て
お
き
た
い
。
後
半
部
〔
譜
例
一
一
〕
は
全
体
が
こ
れ
ま
で
に
出
現
し
て
い
な
い

旋
律
と
な
る
。
そ
し
て
宮
音
終
止
に
よ
り
、
二
句
に
渡
る
長
大
な
〈
乱
句
〉
が
締
め
括
ら

れ
る
。〈
乱
句
〉
後
半
に
あ
た
る
一
六
句
は
、
一
五
句
と
比
べ
て
既
出
の
旋
律
が
締
め
る
割

合
は
少
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
盤
渉
調
特
有
の
句
で
あ
る
〈
千
段
活
〉
の
断
片
、
最

後
の
宮
音
終
止
を
も
っ
て
盤
渉
調
ら
し
さ
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

〈
乱
句
〉
で
多
用
さ
れ
る
合
竹
と
そ
の
構
成

前
項
で
は
〈
乱
句
〉
に
ど
の
よ
う
な
旋
律
が
現
れ
る
か
を
確
認
し
、既
出
の
も
の
と
初

出
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次
に
、
旋
律
単
位
で
は
な
く
、
頻
出
す

る

と

の
合
竹
に
注
目
し
た
い
。
前
者
は
七
句
、
後
者
は
〈
千
段
活
〉
で
も
現
れ
る
合

竹
だ
が
、〈
乱
句
〉
で
初
め
て
現
れ
る
旋
律
に
も
こ
れ
ら
の
合
竹
が
あ
る
。
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〔
図
一
〕
は
〈
乱
句
〉
に
お
け
る

と

の
現
れ
方
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
五

句
が

の
反
復
か
ら

の
反
復
へ
展
開
す
る
の
に
対
し
、
一
六
句
で
は
そ
の
逆
の

の
反

復
か
ら

の
合
竹
に
収
束
す
る
、
と
い
う
対
称
的
な
構
造
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、

と

は
盤
渉
調
「
調
子
」
の
中
で
〈
乱
句
〉
以
外
の
箇
所
で
も
見
ら

れ
る
合
竹
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
句
の
中
で
両
方
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、さ

ら
に
〈
乱
句
〉
二
句
分
の
中
で
対
称
的
な
構
造
が
あ
る
と
い
う
の
は
、何
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
盤
渉
調
以
外
の
調
子
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。〔
表
二
〕
は
六
調
子
の
「
調

子
」
に
お
け
る

と

の
出
現
回
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
出
現
回
数
は
、
あ
く

ま
で
単
体
を
数
え
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
調
子
」
の
規
模
が
各
々
異
な
る
為
、
単
純
に

比
較
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し

・

と
も
に
太
食
調
に
お
い
て
頻
出
し
て
い
る
点

は
看
過
で
き
な
い
。

盤
渉
調
と
太
食
調
は
、
共
に
太
簇
均
に
属
し
、
関
連
性
が
強
い
調
子
で
あ
る
、
ま
た
、
太

食
調
「
調
子
」
に
は
〈
盤
渉
調
音
〉
が
六
句
に
配
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
と
同
様
に
盤
渉
調
「
調

子
」
の
中
に
太
食
調
の
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

三　

他
調
子
に
お
け
る

・

の
出
現
箇
所
と
そ
の
特
徴

の
合
竹
は
〔
表
二
〕
で
示
し
た
通
り
、
単
体
の
数
と
し
て
は
盤
渉
調
が
最
多
で
、
六

句
（
及
び
一
七
句
）・
七
句
（
及
び
一
〇
・
一
四
・
一
八
句
）
と
〈
乱
句
〉
で
あ
る
一
五
・
一
六

句
に
現
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、〈
乱
句
〉
に
現
れ
る

の
合
竹
の
反
復
は
盤
渉
調

の
範
囲
内
で
考
え
た
場
合
、
七
句
前
半
の
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
平
調
に
お
け
る

の
出
現
箇
所
は
、
三
・
八
・
一
〇
・
一
一
句
で
、
一
一
句
の
み
に

の
反
復
が
あ
る
。〔
譜
例
一
二
〕
で
示
す
よ
う
に
、一
一
句
の
当
該
部
分
は
盤
渉
調
「
調

子
」
七
句
冒
頭
と
完
全
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
平
調
で
は
こ
の
一
箇
所
に
し
か
現
れ

ず
、
平
調
的
な
要
素
と
は
言
い
難
い
。

太
食
調
に
お
い
て

は
四
・
五
・
七
・
八
句
に
出
現
す
る
。
四
・
七
句
は
〈
荒
吹
〉、
五
・

八
句
は
〈
合
吹
〉
と
呼
ば
れ
る
太
食
調
特
有
の
句
の
部
分
に
当
た
る
。
そ
の
内
、
の
合

竹
を
反
復
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

こ
こ
で
〈
合
吹
〉
の
構
造
を
確
認
し
て
お
き
た
い
〔
譜
例
一
三
〕。

の
反
復
を
含
む

冒
頭
部
分
は
、前
述
の
平
調
一
一
句
や
盤
渉
調
七
句
及
び
一
五
句
と
一
致
す
る
。
こ
う
し

て
見
て
み
る
と
、〈
合
吹
〉
冒
頭
に
盤
渉
調
で
頻
出
す
る
要
素
が
現
れ
て
い
る
だ
け
に
も

思
え
る
が
、後
半
部
分
の
進
行
に
つ
い
て
も
併
せ
て
見
て
い
き
た
い
。

の
合
竹
の
繰
り

返
し
の
後
、
太
食
調
徴
音
で
終
止
、
後
半
に
入
り
〔
譜
例
一
三
〕
波
線
部
の
よ
う
に
行
↓

美
↓
下
の
進
行
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
〈
合
吹
〉
は
前
半
部
で
の

の
反
復
と
後
半
の
行

↓
美
↓
下
の
進
行
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。

〈
乱
句
〉
一
五
句
は
、

の
反
復
か
ら

の
反
復
へ
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。〈
合
吹
〉
に

の
反
復
は
な
い
が
、〔
譜
例
一
三
〕
波
線
部
の
行
↓
美
↓
下
の
進
行

は
〈
乱
句
〉
一
五
句
末
尾
（〔
譜
例
八
〕
破
線
部
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

の
反
復
と

い
う
特
徴
の
み
で
は
太
食
調
的
要
素
と
は
断
定
し
難
い
も
の
の
、
の
反
復
か
ら
行
↓
美

↓
下
の
進
行
の
繰
り
返
し
に
移
行
す
る
構
造
は
、〈
合
吹
〉
と
〈
乱
句
〉
一
五
句
の
共
通

点
と
い
え
よ
う
。

の
出
現
箇
所
と
そ
の
特
徴

次
に

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
盤
渉
調
に
お
い
て

は
三
句
・
六
句
（
及
び
一
七

句
）・
九
句
（
及
び
一
三
句
）
と
、
そ
し
て
〈
乱
句
〉
に
出
現
す
る
。
そ
の
内
、〈
乱
句
〉

一
六
句
中
盤
で
〈
千
段
活
〉
の
フ
レ
ー
ズ
が
部
分
的
に
現
れ
て
い
る
事
は
既
に
述
べ
た
。

た
だ
し
一
五
句
に
現
れ
る

合気
美
戈

合気
と
い
う
形
で
の

の
反
復
は
盤
渉
調
で
は
他
に

見
ら
れ
な
い
。

で
は
他
調
子
で
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
単
体
と
し
て
の

の
合
竹
は
、
平
調
五
句
、
黄
鐘

調
六
句
（
及
び
一
四
句
）、
壱
越
調
三
句
・
五
句
（
及
び
一
一
・
一
三
句
）・
六
句
に
現
れ

る
〔
譜
例
一
四
〕。
い
ず
れ
も

の
合
竹
の
後
す
ぐ
に
行
第戈
―
乞-

乙
具気
の
終
止
形
（
平
調

で
は
律
角
、
黄
鐘
調
は
宮
音
、
壱
越
調
は
徴
音
終
止
に
あ
た
る
）
を
と
る
。
こ
の
形
は
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〈
乱
句
〉
一
六
句
に
も
出
現
し
て
お
り
（〔
譜
例
一
〇
〕
参
照
）、〈
乱
句
〉
中
に
現
れ
る
終

止
形
の
大
半
が
宮
音
・
徴
音
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、〈
乱
句
〉
一
六
句
に
お

け
る

の
合
竹
か
ら
嬰
羽
音
終
止
に
至
る
形
は
、
平
調
・
黄
鐘
調
・
壱
越
調
い
ず
れ
か
の

影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
平
調
五
句
は
、〈
盤
渉
調
音
〉
に
始
ま
り
、
壱

越
調
に
現
れ
る
〈
蜻
蛉
か
へ
り
〉
の
音
型
が
続
く（13）
。
そ
れ
故
に
、平
調
的
で
あ
る
と
は
言

い
難
い
。
ま
た
、
黄
鐘
調
に
関
し
て
も
出
現
回
数
が
あ
ま
り
に
少
な
い
。
よ
っ
て
、〔
譜

例
一
四
〕
の
形
は
壱
越
調
の
要
素
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、

の
反
復
が
現
れ
る
の
は
、
太
食
調
四
・
七
句
の
〈
荒
吹
〉
と
六
句
で
あ
る
。

四
句
に
つ
い
て
は

の
合
竹
を
三
度
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
四
・
七
句
〈
荒
吹
〉
と

六
句
に
お
け
る

の
反
復
の
差
違
は
、
一
度
目
（
四
句
で
は
二
度
目
）
の

の
合
竹
の

後
、
美
を
残
す
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
点
で
、〈
乱
句
〉
に
お
け
る

の
反
復

に
よ
り
近
い
の
は
〈
荒
吹
〉
に
お
け
る

の
反
復
部
分
と
い
え
よ
う
。

前
項
と
同
様
に
、も
う
少
し
〈
荒
吹
〉
の
構
造
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。〔
譜
例
一
五
〕

に
示
し
た
部
分
が
〈
荒
吹
〉
の
部
分
で
あ
る
。
冒
頭
部
は

の
反
復
が
特
徴
的
で
、波
線

部
に
注
目
す
る
と
、行
↓
美
の
動
き
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
後
半
で
は

が
現

れ
、
太
食
調
徴
音
終
止
に
向
か
う
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、〈
合
吹
〉
に

の
合
竹
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
が
、〈
荒
吹
〉
の
中
に
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
〈
合
吹
〉
の
構
造
が

の
反
復
か
ら
行
↓
美
の
反
復
へ
移
行
し
て
い
る
の
と
反
対
に
、〈
荒
吹
〉
は

の
反
復

（
音
の
動
き
と
し
て
は
行
↓
美
も
現
れ
る
）
か
ら

の
合
竹
へ
向
か
う
。
こ
の
形
は

の

反
復
か
ら

の
合
竹
へ
至
る
〈
乱
句
〉
一
六
句
の
構
造
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、〈
乱

句
〉
一
六
句
に
お
い
て

の
合
竹
か
ら
宮
音
終
止
に
至
る
部
分
に
つ
い
て
は
〈
荒
吹
〉
の

後
半
部
分
と
完
全
に
一
致
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、〈
乱
句
〉
一
六
句
に
は
〈
荒
吹
〉
の

要
素
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
乱
句
〉
に
見
え
る
太
食
調
の
姿
と
そ
の
効
果

以
上
の
検
証
か
ら
、〈
乱
句
〉
に
は
太
食
調
特
有
の
句
で
あ
る
〈
荒
吹
〉
や
〈
合
吹
〉
の

要
素
や
、ご
く
一
部
分
で
は
あ
る
が
壱
越
調
的
な
部
分
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。〈
荒
吹
〉

〈
合
吹
〉
に
つ
い
て
は
「
調
子
姿
事
」
の
太
食
調
の
項
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ア
ラ
吹
と
云
句
も
角
つ
き
す
る
心
を
も
つ
て
名
付
た
る
手
し
な
と
知
へ
し
。

合
吹
と
い
ふ
句
又
笙
を
取
て
可
習
。

（
一
八
頁
）
※
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る

傍
線
部
は
太
食
調
の
姿
の
こ
と
を
指
し
て
お
り（14）
、〈
荒
吹
〉
が
い
か
に
太
食
調
の
「
姿
」

を
表
現
し
た
部
分
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。〈
合
吹
〉
に
つ
い
て
は
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
楽
器
を
手
に
し
て
よ
く
習
う
べ
き
句
で
あ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
太
食

調
に
お
け
る
重
要
性
が
伺
え
よ
う
。

こ
こ
で
太
食
調
「
調
子
」
に
お
け
る
〈
荒
吹
〉〈
合
吹
〉
の
配
置
に
つ
い
て
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。〈
荒
吹
〉
は
四
・
七
句
に
、〈
合
吹
〉
は
五
・
八
に
出
現
す
る
。〈
荒
吹
〉〈
合

吹
〉
は
必
ず
連
続
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
荒
吹
〉＋〈
合
吹
〉
の
組
合
せ
に
挟

ま
れ
る
六
句
に
は
〈
盤
渉
調
音
〉
が
含
ま
れ
る
。〈
盤
渉
調
音
〉
に
つ
い
て
は
ど
の
調
子

で
あ
っ
て
も
盤
渉
調
の
「
姿
」
で
奏
す
る
事
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、太
食
調

四
句
か
ら
八
句
は
、太
食
調
の
「
姿
」
で
あ
る
「
コ
ト
イ
ノ
牛
ノ
板
ジ
キ
ノ
下
に
て
角
つ

き
す
る
が
如
シ
」
の
間
に
盤
渉
調
の
「
何
に
た
と
へ
つ
べ
く
も
な
し
。
只
し
づ
か
に
延
て

吹
べ
し
」
を
挟
む
こ
と
に
な
り
、緩
急
（
実
際
の
並
び
は
急
―
緩
―
急
だ
が
）
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
を
踏
ま
え
、
今
一
度
盤
渉
調
「
調
子
」
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
秘
事
と
さ
れ
る

〈
乱
句
〉
に
は
〈
合
吹
〉〈
荒
吹
〉
の
順
で
そ
の
要
素
が
見
ら
れ
た
。〈
乱
句
〉
に
つ
い
て
具

体
的
な
曲
想
の
指
示
は
な
い
が
、〈
乱
句
〉
を
演
奏
し
た
場
合
の
盤
渉
調
「
調
子
」
に
は
、太

食
調
と
同
様
に
緩
急
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、他
調
子
由
来
の
句
が
入
っ
て
い
な
い
盤
渉
調
「
調
子
」
中
に
も
、〈
荒

82

（
二
十
九
）



吹
〉〈
合
吹
〉
と
い
っ
た
太
食
調
特
有
の
句
の
要
素
が
秘
事
で
あ
る
〈
乱
句
〉
に
見
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
〈
乱
句
〉
の
随
所
に
現
れ
る
終
止
形
の
大
半
は
盤

渉
調
宮
音
ま
た
は
徴
音
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、盤
渉
調
特
有
の
句
で
あ
る
〈
千
段
活
〉
の

断
片
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
〈
乱
句
〉
の
盤
渉
調
ら
し
さ
と
い
う
も

の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
他
調
子
の
要
素
―
大
き
く
は
太
食
調

〈
荒
吹
〉〈
合
吹
〉
の
構
造
、
部
分
的
に
は
壱
越
調
に
出
現
す
る
要
素
―
を
持
つ
こ
と
が
、

〈
乱
句
〉
の
秘
事
た
る
所
以
で
あ
り
、「
乱
の
字
に
聊
口
傳
在
之
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注1　
『
體
源
鈔
』
巻
一
（
古
典
全
集
本
一
四
〜
二
一
頁
）。
尚
、
本
稿
に
お
け
る
『
體
源
鈔
』
本
文
の
引
用

は
菊
亭
家
旧
蔵
本
（
以
下
、
菊
亭
本
と
す
る
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
表
記
の
疑
わ
し
い
箇
所
に
つ
い

て
は
、
狩
野
文
庫
本
・
彰
考
館
本
を
参
照
し
た
。
そ
の
場
合
は
注
で
適
宜
記
す
。
ま
た
、
引
用
文
に

は
便
宜
上
、
日
本
古
典
全
集
本
の
頁
を
記
し
た
。

2　

巻
一
当
該
記
事
の
直
後
に
は
、「
又
一
説
」
と
し
て
大
神
家
の
口
伝
が
記
さ
れ
る
（
二
一
〜
二
二
頁
）。

ま
た
巻
四
・
五
及
び
一
二
上
に
、
当
該
記
事
と
は
別
の
比
喩
が
記
さ
れ
る
。
特
に
巻
四
・
五
所
収
の
記

事
に
つ
い
て
は
『
続
教
訓
抄
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
龍
笛
に
関
す
る
口
伝
で
あ
る
。

3　
「
他
調
子
に
侍
る
盤
渉
音
こ
の
調
を
本
と
す
べ
し
。黄
鐘
調
大
食
ニ
テ
モ
此
句
ヲ
ハ
シ
ツ
カ
ニ
本

調
子
ノ
ゴ
ト
ク
吹
之
ベ
シ
、
平
調
ハ
勿
論
也

」（
一
九
頁
）
と
あ
る
。
引

用
文
中
の
「
盤
渉
音
」
に
つ
い
て
は
、
注
一
で
挙
げ
た
写
本
全
て
で
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
文
脈
か
ら
盤
渉
の
音
単
体
を
指
す
と
は
考
え
難
く
、「
盤
渉
調
音
」
の
脱
字
と
判
断
し
た
。

4　

本
来
、
調
子
と
五
行
の
対
応
関
係
は
、
太
食
調
を
除
く
五
調
子
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
火
と
さ
れ
る

の
は
黄
鐘
調
の
み
で
あ
る
。
太
食
調
は
、
呂
律
と
陰
陽
の
対
応
関
係
に
お
い
て
言
及
さ
れ
、
呂
に
配

さ
れ
る
こ
と
で
呂
律
の
調
和
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。「
調
子
姿
事
」
で
は
「
黄
鍾
ノ
火
ハ
心
の
臟

ア
ラ
タ
に
物
を
燒
火
也
、
臣
火
也
。
大
食
の
火
は
天
火
日
ノ
心
ナ
リ
。」（
一
九
頁
）
と
記
さ
れ
、
太

食
調
を
火
と
す
る
根
拠
は
不
明
な
が
ら
、
火
の
性
質
の
違
い
、
す
な
わ
ち
陰
陽
の
違
い
を
も
意
識
し

て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

5　

黄
鐘
調
の
姿
は
「
銚
子
ニ
す
み
た
る
酒
を
入
た
る
を
み
る
が
ご
と
し
」（
一
四
頁
）
だ
が
、こ
れ
が
具

体
的
に
ど
う
演
奏
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、「
先
に
ぎ
／
＼
と
わ
ひ
し
き
心
な
く
心
よ
ろ
こ
ば

し
き
風
情
有
べ
し
。
一
切
の
も
の
ゝ
の
さ
か
り
な
る
に
喩
た
る
也
。」（
一
七
頁
）
と
の
答
え
が
あ
る
。

太
食
調
は
「
コ
ト
イ
ノ
牛
ノ
板
ジ
キ
ノ
下
に
て
角
つ
き
を
す
る
が
如
し
」
に
対
し
、「
先
息
の
入
樣
後

つ
よ
に
は
る
心
あ
る
べ
し
」
と
息
入
れ
の
強
さ
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
（
い
ず
れ
も
一
八
頁
）。

ど
ち
ら
も
賑
や
か
で
勢
い
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
と
い
え
る
。

6　
『
體
源
鈔
』
巻
一
「
調
子
姿
事
」
一
九
頁

7　

現
行
譜
や
『
體
源
鈔
』
彰
考
館
本
で
は
「
千
段
治
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
菊
亭
本
の
表
記
に

従
っ
た
。

8　
『
體
源
鈔
』
巻
一
「
調
子
姿
事
」
一
九
頁

9　
『
體
源
鈔
』
巻
一
「
調
子
姿
事
」
一
九
頁

10　

以
下
、
譜
例
は
主
に
『
體
源
鈔
』
巻
三
所
収
「
鳳
笙
調
子
案
譜
注
」（
三
三
六
〜
三
六
〇
頁
）
に
よ

る
。
他
の
譜
を
参
照
し
た
場
合
に
は
適
宜
記
す
。

11　
『
體
源
鈔
』
巻
三
「
鳳
笙
調
子
案
譜
注
」
三
三
五
頁

12　
「
鳳
笙
調
子
案
譜
注
」
当
該
部
分
、
合気
言
戈

と
あ
る
部
分
の
、
二
度
目
の

の
合
竹
が
、
菊
亭
本

の
み
言
の
合
竹
と
な
っ
て
い
る
。
狩
野
文
庫
本
・
彰
考
館
本
や
笙
譜
（『
瑞
鳳
集
』『
鳳
管
抄
』）
い
ず

れ
も
合気
の
表
記
で
あ
り
、
現
行
譜
も
同
様
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
は
菊
亭
本
の
誤
写
と
判

断
し
た
。

13　
〔
拙
稿　

二
〇
一
三
：
九
五
〕
注
一
〇
で
、
平
調
五
句
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
平
調
「
調

子
」
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

14　

本
稿
注
5
参
照
。
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太
食
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荒
吹
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〔表一〕盤渉調「調子」の構成

〔図一〕 ・ の出現箇所に見る〈乱句〉の構造

〔表二〕各調子における ・ の出現回数
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The Structure and Characteristics of Ran-ku in Banshiki-chō
: An Analysis of Taigen-shō

HIGA Mai

The article “Chōshi-sugata-no-koto”（調子姿事）, included in Taigen-shō（體源鈔）, volume 1, relates each of the six 

modes in Togaku（唐楽）to a scene based on oral tradition. Furthermore, the article refers to specific phrases in each mode 

and the performance technique of the shō（ 笙 ）. As such, this is an important document that reveals the grounds for an 

abstract concept known as Chōshi-sugata.

The purpose of this paper is to determine whether there are elements of other modes in Banshiki-chō（盤渉調）. I 
paid attention to the structure of Ran-ku （乱句）, which was especially secret. My analysis reveals that the Ran-ku had 

two characteristics: one is （aitake 合竹 of otsu added to gon）and （aitake of otsu added to bi）, and the other is the 

location and refrain of these chords in Ran-ku. These characteristics were derived from specific phrases in Taishiki-chō
（太食調）. Therefore, I concluded that a trace of the other modes was seen in Ran-ku.

Keywords:  shō, Chōshi-sugata（the traditional metaphor of Chōshi）, Taigen-shō 




