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六
調
子
と
呼
ば
れ
る
琵
琶
の
楽
と
少
々
高
め
の
声

に
乗
っ
て
『
般
若
心
経
』
が
唱
え
ら
れ
、
や
が
て
琵

琶
が
本
調
子
に
移
る
と
、「
そ
も
そ
も
日
本
は
葦
原

国
、
天
の
浮
橋
に
天
の
白
鉾
を
さ
し
お
ろ
し
…
」
と

い
う
古
代
神
話
を
も
と
に
し
た
祭
文
が
続
い
て
い
く

―
―
。
肥
後
の
琵
琶
弾
き
座
頭
が
新
築
儀
礼
な
ど
の

場
で
語
っ
た
「
わ
た
ま
し
」
と
い
う
語
り
で
あ
る
。

　

兵
藤
裕
己
、
ヒ
ュ
ー
・
デ
フ
ェ
ラ
ン
テ
ィ
・
木
村

理
郎
の
監
修
・
解
説
に
よ
る
『
肥
後
の
琵
琶
弾
き　

山
鹿
良
之
の
世
界
』
は
、こ
の
「
わ
た
ま
し
」
と
「
道

城
寺
」
を
Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
１
に
収
め
、Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
２
に
「
菊

池
く
ず
れ
」
と
い
う
軍
記
物
、
そ
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
３

の
継
子
物
の
「
あ
ぜ
か
け
姫
」
へ
と
続
き
、
最
後
に

琵
琶
の
手
だ
け
に
よ
る
「
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン
タ
ル
」

を
収
録
し
た
、
全
三
枚
組
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

全
曲
通
し
て
聴
く
と
三
時
間
を
越
え
る
も
の
だ
が
、

そ
れ
は
「
琵
琶
語
り
ひ
と
筋
に
生
き
た
最
後
の
芸
人
」

と
呼
ば
れ
た
山
鹿
良
之
氏
（
一
九
〇
一
～
一
九
九
六
。

芸
名
は
玉
川
教
演
）
の
多
数
の
演
奏
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
、
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け

で
も
わ
れ
わ
れ
は
、「
最
後
の
琵
琶
弾
き
」
の
至
高
の

芸
を
充
分
味
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
Ｃ
Ｄ
デ
ス
ク
が
、「
わ
た
ま
し
」
と
い
う
祈
禱
儀

礼
の
語
り
か
ら
始
ま
る
の
は
、琵
琶
弾
き
た
ち
の
芸
が
、

荒
神
祓
い
・
カ
マ
ド
祓
い
な
ど
の
神
事
の
あ
と
の
祝
宴

で
「
余
興
」
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い
う
演
奏
現

場
に
即
し
た
も
の
だ
。
琵
琶
弾
き
の
芸
は
、
な
に
よ
り

も
宗
教
儀
礼
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、「
解
説
」
の
な
か
で
兵
藤
裕
己

が
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「
平
家
」
な
ど
の
語
り

物
を
演
奏
し
た
中
世
の
琵
琶
法
師
は
、
近
世
初
期
に

は
新
し
い
三
味
線
音
楽
へ
と
転
向
し
て
い
っ
た
。
時

代
の
流
行
は
琵
琶
か
ら
三
味
線
へ
と
移
っ
た
の
だ
が
、

九
州
地
方
だ
け
は
、
座
頭
の
琵
琶
が
江
戸
時
代
以
降

も
続
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
盲
人
の
琵
琶
演
奏
が
荒

神
祓
い
な
ど
の
民
間
祈
禱
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

た
か
ら
だ
。
琵
琶
は
た
ん
な
る
楽
器
で
は
な
く
宗
教

儀
礼
を
執
行
す
る
「
法
具
」
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら

盲
人
の
座
頭
た
ち
は
琵
琶
を
手
放
す
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
法
具
」
と
し
て
の
琵
琶
に
つ
い
て
は
、

じ
つ
は
「
わ
た
ま
し
」
の
語
り
の
な
か
に
見
事
に
描

き
だ
れ
て
い
た
。「
わ
た
ま
し
」
の
演
奏
を
聴
い
て
み

よ
う
。

　

古
代
神
話
に
も
と
づ
く
国
の
始
ま
り
が
語
ら
れ
て

い
く
と
、
や
が
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
戸
こ
も
り
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
と
き
、
岩
屋

に
こ
も
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
迎
え
出
す
た
め
に
「
シ

オ
ン
弁
才
天
」
が
空
よ
り
「
鳴
り
物
」
を
天
降
し
給
い
、

八
百
万
の
神
々
に
よ
る
十
二
の
音
楽
が
弾
じ
ら
れ
て

い
く
。
そ
の
鳴
り
物
の
効
力
で
ア
マ
テ
ラ
ス
は
岩
戸

『
肥
後
の
琵
琶
弾
き
　
山
鹿
良
之
の
世
界
～
語
り
と
神
事
～
』

財
団
法
人
日
本
伝
統
文
化
振
興
財
団

〈
発
売
元
〉
ビ
ク
タ
ー
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
株
式
会
社
）

二
〇
〇
七
・
四
・
二
五
（
本
体
五
七
一
四
円
）

「
平
家
」
演
唱
実
態
の
現
場
へ

斎 

藤
　
英 

喜
　
　

Ｃ
Ｄ
評
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を
開
い
た
。
そ
し
て
こ
の
天
降
っ
た
鳴
り
物
を「
琵
琶
」

と
名
づ
け
、
そ
の
位
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
位
と
同
等
。
そ

の
証
拠
に
琵
琶
の
左
に
は
月
天
子
、
右
に
は
日
天
子
、

五
つ
の
ツ
ボ
は
二
十
五
の
観
世
音
の
威
徳
を
あ
ら
わ

し
、
糸
巻
は
天
神
の
位
、
覆
手
の
形
は
天
の
岩
戸
の

形
を
学
ば
せ
給
う
…
…
。
と
、楽
器
と
し
て
の
琵
琶
は
、

多
様
な
神
々
、
仏
た
ち
が
顕
現
し
て
く
る
聖
具
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。「
わ
た
ま
し
」
の
語
り
は
、
琵
琶

の
聖
な
る
起
源
を
語
る
神
話
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
「
わ
た
ま
し
」
の
祭
文
に
語
ら
れ
る
神
話
叙
述

は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
中
世
神
話
、
中
世
日
本
紀

と
も
リ
ン
ク
す
る
、
ま
さ
し
く
中
世
に
読
み
替
え
ら

れ
た
神
話
世
界
で
あ
る
。
一
般
に
中
世
日
本
紀
は
王

権
の
来
歴
と
結
び
つ
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
王
権
と

は
離
れ
た
、
民
間
に
お
け
る
祈
禱
の
来
歴
語
り
と
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
は
中
世
神
話
の
広
が
り
を
リ
ア
ル
に

教
え
て
く
れ
る
、
貴
重
な
テ
キ
ス
ト
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
「
琵
琶
」
の
聖
な
る
起
源
神
話

を
語
る
こ
と
で
、
琵
琶
弾
き
の
盲
人
た
ち
は
、
民
間

の
祈
禱
を
担
う
宗
教
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
語
り
芸
を

演
奏
す
る
芸
能
者
で
も
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く
両

義
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
い
や
、
両
義
的
と
い

う
理
論
で
説
明
す
る
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
宗

教
者
や
芸
能
者
と
い
う
近
代
的
な
区
分
が
通
用
し
な

い
、
琵
琶
弾
き
座
頭
た
ち
の
語
り
の
現
場
へ
と
降
り

立
つ
べ
き
だ
ろ
う
。『
肥
後
の
琵
琶
弾
き　

山
鹿
良
之

の
世
界
』
の
Ｃ
Ｄ
デ
ス
ク
は
、
冒
頭
最
初
の
演
奏
世

界
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
う
し
た
現
場
へ
と
導
い
て

く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
「
わ
た
ま
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
陰
陽
道
儀

礼
の
「
移
徙
法
」
に
も
と
づ
き
、
中
世
後
期
以
降
に

修
験
や
法
者
、
太
夫
た
ち
民
間
宗
教
者
に
広
ま
っ
た

も
の
だ
が
、
琵
琶
弾
き
座
頭
で
あ
る
山
鹿
氏
は
、
こ

れ
を
「
ワ
（
琵
琶
の
琶
）
魂
だ
。
琵
琶
で
タ
マ
シ
イ

を
入
れ
る
こ
と
だ
」（
解
説
）
と
説
明
し
て
い
る
。
強

引
な
語
呂
合
わ
せ
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
に
こ
そ
芸
の

実
践
者
自
身
に
よ
る
解
釈
言
語
を
見
て
と
る
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
「
琵
琶
」
の
由
来
を
岩
戸
神
話
に
結

び
つ
け
る
神
話
解
釈
と
も
呼
応
す
る
発
想
で
あ
る
。

　

肥
後
の
琵
琶
弾
き
座
頭
の
世
界
。
そ
れ
は
宗
教
者

と
か
芸
能
者
と
か
に
区
分
で
き
な
い
、
ま
さ
し
く
中

世
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
近

代
的
な
二
分
法
が
通
用
し
な
い
世
界
を
見
出
す
の
だ
。

　

こ
の
二
分
法
が
通
用
し
な
い
世
界
と
い
う
こ
と
は
、

琵
琶
弾
き
座
頭
に
と
っ
て
、
文
句
と
フ
シ
の
関
係
に

も
通
じ
て
い
る
。
兵
藤
は
山
鹿
氏
の
演
奏
現
場
か
ら

次
の
よ
う
な
実
体
験
を
述
べ
て
い
る
。
山
鹿
氏
か
ら

「
文
句
に
つ
い
て
の
聞
き
と
り
調
査
を
し
て
も
、
文
句

だ
け
を
（
フ
シ
を
つ
け
ず
に
）
聞
き
だ
す
の
は
、
ま

ず
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
、

フ
シ
に
関
す
る
説
明
を
求
め
て
も
、
説
明
は
特
定
の

外
題
に
即
し
て
き
わ
め
て
具
体
的
に
行
な
わ
れ
る
」。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
「
口
頭
的
な
語
り
物
の
伝
承
者
に

あ
っ
て
、
語
り
の
こ
と
ば
は
、
文
句
／
フ
シ
の
未
分

化
な
複
合
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
声
と
し
て
し
か
存

在
し
な
い
」（『
平
家
物
語
の
歴
史
と
芸
能
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
い
う
「
声
」
の
現
場
が
発

見
さ
れ
て
い
く
。
座
頭
た
ち
に
と
っ
て
、
語
り
物
の

文
句
は
、
そ
の
フ
シ
と
一
体
と
な
る
こ
と
で
、
は
じ

め
て
記
憶
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
演
奏
時
間
が
一
時
間
近
い
「
あ

ぜ
か
け
姫
」
の
物
語
も
、
そ
の
内
容
・
文
句
を
丸
暗

記
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
場
面
に
応
用
可

能
な
（
七
五
調
一
句
程
度
の
）
慣
用
句
が
あ
っ
て
、

様
々
な
レ
ベ
ル
の
語
り
の
「
ス
ト
ッ
ク
」
を
も
と
に
、

そ
の
時
そ
の
場
に
応
じ
た
語
り
が
構
成
さ
れ
る
と
い

う
、
長
時
間
の
語
り
の
秘
密
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い

く
。
そ
の
秘
密
は
、Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
３
に
収
録
さ
れ
た
「
あ

ぜ
か
け
姫
」
の
語
り
を
聴
い
て
い
く
と
、
な
る
ほ
ど

と
納
得
さ
せ
ら
れ
よ
う
。

　

山
鹿
氏
は
晩
年
に
な
っ
て
も
、
自
宅
に
多
く
の
人

を
招
き
、
琵
琶
を
語
り
聞
か
せ
、
そ
の
頭
の
な
か
に

は
二
百
段
以
上
の
外
題
が
詰
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

「
最
後
の
琵
琶
弾
き
」
の
賞
賛
は
、
け
っ
し
て
た
ん
な

る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
「
芸
人
」
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と
し
て
の
力
は
、
数
十
年
に
わ
た
る
同
業
者
仲
間
と

の
交
流
の
な
か
で
、
自
分
の
知
ら
な
い
外
題
を
金
を

払
っ
て
教
え
て
も
ら
い
、
ま
た
手
持
ち
の
外
題
と
交

換
し
た
り
、
あ
る
い
は
演
奏
の
場
に
同
席
し
て
ひ
た

す
ら
聞
き
覚
え
た
り
、
自
分
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
も

他
人
の
演
奏
を
聴
い
て
、
適
宜
語
り
口
の
修
正
を
行

な
っ
た
な
ど
と
い
う
、
ま
さ
し
く
修
練
の
蓄
積
の
成

果
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
芸
人
と
し
て
の
修
練
は
、
当
初
は
師
匠

に
つ
い
て
、
師
匠
か
ら
習
い
覚
え
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
師
匠
と
弟
子
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
兵
藤
は
、
興

味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
弟
子
は
師
匠
の
も
と

に
年
期
奉
公
に
入
る
の
だ
が
、
年
期
が
あ
け
な
い
う

ち
は
、
弟
子
が
勝
手
に
独
立
し
な
い
よ
う
に
、
親
方

は
最
低
限
の
出
し
物
し
か
教
え
な
か
っ
た
。
師
匠
は

出
し
惜
し
み
、
教
え
惜
し
み
を
し
た
の
だ
。
し
た
が
っ

て
弟
子
が
自
分
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
や
す
に
は
、

聞
き
覚
え
に
よ
っ
て
師
匠
の
芸
を
盗
み
取
る
し
か
な

い
。
弟
子
と
師
匠
と
の
あ
い
だ
に
は
、
つ
ね
に
あ
る

種
の
緊
張
関
係
が
存
在
し
た
、
と
い
う
（
前
掲
書
）。

　

こ
の
記
述
を
読
ん
だ
と
き
、
Ｃ
Ｄ
に
収
録
さ
れ
た

山
鹿
氏
の
芸
の
背
後
に
あ
る
、
独
立
独
歩
と
い
う
よ

う
な
迫
力
の
意
味
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
私
自

身
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
、
宗
教
者
た
ち
の
世

界
と
の
呼
応
関
係
に
、あ
ら
た
め
て
驚
い
て
し
ま
っ
た
。

　

私
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
高
知
県
香
美
郡
物

部
村
（
現
在
は
香
美
市
物
部
町
）
の
民
間
祈
禱
師
で

あ
る
「
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
」
の
調
査
・
研
究
を
し
て

き
た
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
た
ち
も
ま
た
、
師
匠

か
ら
弟
子
へ
と
い
う
関
係
で
、
そ
の
祈
禱
法
を
継
承

し
て
い
る
。
彼
ら
太
夫
た
ち
は
、
一
人
の
師
匠
に
つ

い
て
祈
禱
法
を
習
い
覚
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
け
っ

し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
人
の
太
夫
が
複

数
の
太
夫
を
師
匠
と
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ

は
多
数
の
師
匠
を
も
っ
て
複
数
の
祈
禱
法
を
習
得
し

て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
腕
前
の
よ
い
太
夫
と
さ
れ
る

か
ら
だ
。
だ
が
、そ
の
場
合
、師
匠
と
な
っ
た
も
の
は
、

自
分
の
技
や
知
識
を
す
べ
て
弟
子
に
授
け
て
い
る
か

と
い
う
と
、じ
つ
は
彼
ら
の
世
界
に
も「
出
し
惜
し
み
・

教
え
惜
し
み
」が
あ
っ
た
よ
う
だ
。と
く
に
自
分
の「
奥

の
手
」
と
な
る
技
（「
調
伏
法
」
に
関
わ
る
も
の
）
は
、

最
後
の
最
後
に
な
る
ま
で
弟
子
に
教
え
な
い
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
某
太
夫
は
、
調
査
者
で
あ
る
私
の
側

の
情
報
か
ら
、
そ
の
師
匠
格
の
太
夫
の
知
識
・
技
を

確
認
し
た
り
、
ま
た
師
匠
格
の
太
夫
の
知
識
を
書
き

記
し
た
私
の
著
書
そ
の
も
の
が
、
師
匠
太
夫
の
知
識

を
得
る
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
た
り
し
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
彼
ら
は
、
師
匠
の
生
前
は
き
ち
ん
と
教
え
に

従
っ
て
い
る
の
だ
が
、
師
匠
の
死
後
は
、
師
匠
か
ら

習
っ
た
こ
と
も
、
す
べ
て
自
分
自
身
が
編
み
出
し
た

か
の
よ
う
に
語
り
始
め
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
あ

る
い
は
、
師
匠
格
の
太
夫
の
悪
口
を
言
い
始
め
る
者

も
い
る
。
祈
禱
師
の
世
界
で
あ
る
い
ざ
な
ぎ
流
も
弟

子
と
師
匠
の
関
係
は
、
つ
ね
に
緊
張
に
満
ち
、
シ
ビ

ア
な
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ざ
な

ぎ
流
が
、
最
終
的
に
は
「
一
人
一
流
」
と
い
っ
た
よ

う
な
、
独
立
し
た
祈
禱
実
践
者
の
世
界
で
あ
る
こ
と

と
も
通
じ
て
い
よ
う
。

　

あ
ら
た
め
て
、
琵
琶
弾
き
座
頭
と
い
う
「
芸
人
」

の
世
界
が
、
そ
の
芸
・
技
の
習
得
・
伝
承
と
い
う
面

に
お
い
て
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
と
い
う
祈
禱
師
た

ち
と
、
似
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
も
ま
た
、
彼
ら
が
、
芸
能
者
や
宗
教
者
と
い
う

近
代
的
な
区
分
と
は
異
な
る
世
界
を
生
き
て
い
る
住

人
で
あ
っ
た
こ
と
と
ク
ロ
ス
す
る
。
か
く
し
て
、
本

Ｃ
Ｄ
に
収
録
さ
れ
た
山
鹿
良
之
氏
の
語
り
芸
の
世
界

は
、「
平
家
」
の
中
世
的
な
演
唱
実
態
を
求
め
て
い
っ

た
兵
藤
裕
己
に
と
っ
て
の
、
重
要
な
現
場
で
あ
っ
た

こ
と
を
再
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
３
の
「
あ
ぜ
か
け
姫
」
の
あ
と
、
琵
琶

の
演
奏
だ
け
の
イ
ン
ス
ト
ル
メ
ン
タ
ル
（
器
楽
曲
）

が
続
く
。
肥
後
琵
琶
の
、
腹
の
底
に
響
く
よ
う
な
重

み
の
あ
る
楽
器
の
響
き
が
鳴
り
続
く
う
ち
に
、
山
鹿

良
之
氏
の
芸
の
世
界
は
、
終
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
さ
い
と
う
・
ひ
で
き
／
佛
教
大
学
）


