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一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
ご
詠
歌
伝
承
に
み
る
「
正
調
」
の
確
立

―
金
剛
流
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
っ
て
―

新 

堀
　
歓 

乃

◆ キーワード　近代日本／仏教音楽／ご詠歌／正調／伝統の創出

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に
、ご
詠
歌
と
い
う
仏
教
音
楽
の
「
正

調
」
が
確
立
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
―
一　
「
正
調
」
と
い
う
概
念

　
「
正
調
」
と
聞
い
て
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
が
、「
正
調
○
○
節
」
と
い
っ

た
民
謡
の
「
正
調
」
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
民
謡
」
と
い
う
概

念
自
体
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
、
こ
の
こ
と
は
「
伝
統

の
創
出
」
と
い
う
視
点
か
ら
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
品
田　

二
〇
〇
一
、
阪
井　

二
〇
〇
五
、
坪
井　

二
〇
〇
六
な
ど
）、
こ
れ
と
同

様
に
「
正
調
」
と
い
う
概
念
も
近
代
に
成
立
し
た
。

　

渡
辺
裕
に
よ
れ
ば
、
民
謡
が
明
治
二
十
年
代
に
花
柳
界
を
中
心
に
広

ま
っ
て
都
会
の
流
行
唄
に
な
る
と
、
こ
れ
が
「
俗
謡
」
と
非
難
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
、
民
謡
の
正
し
い
姿
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る

動
き
か
ら
主
張
さ
れ
た
の
が
、「
正
調
」
を
保
存
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

そ
し
て
、
民
謡
の
保
存
会
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
保
存
と
い
っ
て

も
本
来
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
残
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、

卑
俗
な
歌
詞
を
取
り
除
く
こ
と
で
民
謡
を
「
高
尚
な
芸
術
」
へ
と
昇
華
さ

せ
よ
う
と
し
た
（
渡
辺　

二
〇
〇
四
）。

　
「
正
調
」
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
と
、
保
存
会
は
自
ら
が
認
定
す
る

唯
一
の
正
統
的
な
楽
譜
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
正
調
」
の

歌
い
方
を
競
う
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
る
と
、保
存
会
は
「
正

調
」
の
基
準
を
厳
密
に
定
め
て
、
楽
譜
に
忠
実
な
歌
い
方
を
求
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
楽
譜
や
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
基
準
が
強
力
な
規

制
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、民
謡
の
歌
い
方
は
固
定
化
し
、そ
れ
が
「
正

調
」
と
し
て
、
あ
た
か
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
か
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
（
１
）。

こ
の
よ
う
に
、「
正
調
」
と
は
、
民
謡
が
近
代

化
し
て
伝
統
文
化
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
創
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
「
正
調
」
の
成
立
過
程
は
ご
詠
歌
に
も
見
ら
れ
る
が
、
た
だ

し
、
ご
詠
歌
は
宗
教
音
楽
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
民
謡
と
異
な
る
特
徴
を
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持
つ
と
思
わ
れ
る
。
本
論
文
は
、「
伝
統
の
創
出
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、

一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に
ご
詠
歌
の
「
正
調
」
が
成
立
し
た
過
程
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
―
二　

ご
詠
歌
と
は

　

ご
詠
歌
は
、
仏
教
的
内
容
の
詞
に
コ
ブ
シ
の
き
い
た
旋
律
を
付
す
歌
謡

で
、
主
に
一
般
の
在
家
信
者
が
巡
礼
や
葬
式
な
ど
の
仏
教
儀
礼
で
こ
れ
を

う
た
う
。
ご
詠
歌
が
教
授
さ
れ
る
場
は
主
に
寺
院
で
、
そ
こ
で
は
在
家
信

者
が
修
行
の
一
環
と
し
て
ご
詠
歌
の
稽
古
に
励
ん
で
い
る
。

　

ご
詠
歌
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
平
安
時
代
に
詞
が
成
立
し
、
こ
れ

に
い
つ
頃
か
ら
節
が
付
さ
れ
た
か
定
か
で
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
巡

礼
歌
と
し
て
広
く
う
た
わ
れ
て
い
た
（
武
石　

一
九
六
九　

百
十
頁
、

蒲
生　

一
九
八
九　

四
百
四
十
～
四
百
四
十
一
頁
）。
そ
し
て
大
正
期
に

入
る
と
、
一
九
二
一
年
に
大や
ま
と和

流
と
い
う
流
派
が
初
め
て
成
立
し
、
流

行
し
た
。
こ
の
大
和
流
は
、
仏
教
教
団
の
活
動
と
は
距
離
を
置
き
な
が

ら
民
間
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
流
派
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
後
半

に
な
る
と
、
仏
教
教
団
が
布
教
の
た
め
に
ご
詠
歌
の
伝
承
を
開
始
し
た
。

こ
の
と
き
、
真
言
宗
の
教
団
が
中
心
と
な
っ
て
次
々
と
ご
詠
歌
の
流
派

を
立
ち
上
げ
、
こ
れ
ら
が
全
国
的
に
広
く
普
及
し
た
た
め
、
現
在
で
は

大
和
流
の
よ
う
な
民
間
伝
承
よ
り
も
教
団
に
よ
る
伝
承
が
主
流
と
な
っ

て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
現
行
の
諸
流
儀
の
な
か
か
ら
、
高
野
山
真
言

宗
と
い
う
教
団
が
伝
え
て
い
る
金こ
ん
ご
う剛

流
の
ご
詠
歌
を
対
象
と
す
る
。
そ

の
理
由
は
、
教
団
が
伝
承
を
始
め
た
流
儀
の
中
で
最
初
に
成
立
し
た
の

が
金
剛
流
の
た
め
で
あ
る
。

二　

金
剛
流
ご
詠
歌
の
成
立

　

仏
教
界
に
お
い
て
、
教
団
の
布
教
活
動
に
音
楽
が
導
入
さ
れ
た
の
は
昭

和
初
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
既
に
明
治
期
か
ら
別
の
形
で
現
わ

れ
て
い
た
。

　

明
治
維
新
の
廃
仏
毀
釈
に
始
ま
り
、
寺
院
を
取
り
巻
く
状
況
が
め
ま
ぐ

る
し
く
変
容
す
る
な
か
、
教
団
は
檀
家
制
度
に
基
づ
く
従
来
の
組
織
か

ら
の
脱
却
を
迫
ら
れ
、
一
般
の
信
者
に
開
か
れ
た
布
教
活
動
を
実
施
す

る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
た
（
池
田　

一
九
九
五　

百
一
頁
）。
明
治
二
十

年
代
以
降
、
仏
教
青
年
会
や
仏
教
女
学
校
が
次
々
と
開
設
さ
れ
て
学
生

な
ど
若
者
へ
の
布
教
が
活
発
化
し
（
小
室　

一
九
八
七　

十
九
頁
、
飛

鳥　

一
九
九
九　

三
十
四
頁
）、
こ
の
頃
か
ら
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
な
ど

浄
土
系
宗
派
が
中
心
と
な
っ
て
、
音
楽
に
よ
る
布
教
を
開
始
し
た
（
飛

鳥　

一
九
九
九　

二
十
七
、三
十
二
頁
）。
そ
の
音
楽
は
、
キ
リ
ス
ト
教
讃

美
歌
や
学
校
唱
歌
の
影
響
を
受
け
た
新
し
い
仏
教
音
楽
で
、
オ
ル
ガ
ン
や

ピ
ア
ノ
の
伴
奏
に
乗
せ
て
仏
教
的
な
内
容
の
歌
詞
を
歌
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
近
年
の
研
究
で
は
、
こ
れ
を
「
仏
教
洋
楽
」
と
呼
ぶ
（
福
本　

二
〇
〇
一　

十
三
頁
）。

　

し
か
し
、
大
正
後
期
の
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
真
言
宗
が
浄
土
真

宗
に
対
抗
す
る
た
め
の
新
し
い
布
教
活
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
（
２
）、
こ
う
し

た
中
で
ご
詠
歌
の
伝
承
も
開
始
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
真
言
宗
は
、
浄
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土
真
宗
に
よ
る
仏
教
洋
楽
の
よ
う
な
西
洋
化
さ
れ
た
音
楽
で
は
な
く
、
近

代
以
前
か
ら
巡
礼
歌
と
し
て
う
た
い
継
が
れ
て
き
た
ご
詠
歌
に
よ
っ
て
布

教
を
行
い
、
新
た
な
信
者
を
得
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
浄

土
真
宗
に
よ
る
仏
教
洋
楽
と
真
言
宗
に
よ
る
ご
詠
歌
と
を
比
較
す
る
な
ら

ば
、
仏
教
洋
楽
が
西
洋
化
に
よ
る
近
代
化
を
目
指
し
た
の
に
対
し
て
、
ご

詠
歌
は
伝
統
文
化
を
再
編
成
し
て
近
代
化
を
図
る
と
い
う
、
別
の
方
向
性

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
後
者
の
ご
詠
歌
に
よ

る
布
教
活
動
に
初
め
て
着
手
し
た
宗
派
が
、
本
論
文
で
扱
お
う
と
す
る
高

野
山
真
言
宗
で
あ
っ
た
。

　

高
野
山
真
言
宗
の
教
団
は
、
民
間
で
う
た
わ
れ
て
い
た
大
和
流
の
節
を

も
と
に
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
作
っ
て
、
一
九
二
六
年
に
金
剛
流
を
立
ち
上
げ
、

そ
の
伝
承
団
体
を
「
金
剛
講
」
と
称
し
て
、
教
団
の
布
教
活
動
を
担
う
機

関
で
あ
る
大
師
教
会
内
に
金
剛
講
の
本
部
を
設
置
し
た
。
こ
う
し
て
、
金

剛
流
ご
詠
歌
の
伝
承
が
、
教
団
に
よ
る
布
教
活
動
の
一
環
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ご
詠
歌
は
当
時
、「
頽
廃
的
で
あ
り
、

其
の
音
律
は
亡
国
的
で
あ
り
、
乞
食
歌
で
あ
り
、
安
来
節
や
小
原
節
な

ど
の
流
行
し
た
の
と
同
じ
位
に
考
え
て
悪
罵
」（
曽
我
部　

一
九
二
九　

十
一
頁
）
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
で
あ
っ
た
（
３
）。

そ
れ
ゆ
え
、
教
団
は
ご
詠
歌

を
「
伝
統
」
的
な
仏
教
音
楽
へ
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
な
が
ら
（
４
）、

ご
詠
歌

の
伝
承
形
態
を
再
編
成
し
、「
正
調
」
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
様
子
を
、

次
に
詳
し
く
考
察
す
る
。

三　

伝
承
形
態
の
再
編
成
に
よ
る
「
正
調
」
の
確
立
―
ご
詠
歌

の
「
伝
統
」
を
め
ぐ
っ
て

　

ご
詠
歌
を
伝
承
す
る
上
で
は
、
教
団
が
ち
ょ
う
ど
民
謡
の
保
存
会
の
よ

う
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
ば
、
ご
詠
歌
の
「
正
調
」
を
定

め
て
そ
れ
を
楽
譜
に
記
し
た
り
、
レ
コ
ー
ド
に
「
正
調
」
を
吹
き
込
ん
で

発
行
し
た
り
し
た
た
め
、
民
謡
の
場
合
と
同
様
に
、
書
伝
と
口
伝
の
あ
り

方
が
大
き
く
変
容
し
た
。
た
だ
し
、
ご
詠
歌
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、

こ
れ
ま
で
理
論
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ご
詠
歌
の
音
楽
構
造

に
つ
い
て
そ
れ
を
説
明
す
る
新
し
い
理
論
を
作
り
、
ま
た
、
詠
階
と
呼
ば

れ
る
伝
承
制
度
を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
伝
承
形
態
の
再

編
成
に
つ
い
て
、
①
書
伝
と
口
伝
、
②
音
楽
理
論
、
③
詠
階
制
度
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

三
―
一　

書
伝
と
口
伝

　

従
来
は
口
伝
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
金
剛
流
創
立
後
の
一
九
二
七
年
、

教
団
は
楽
譜
集
の
作
成
に
向
け
て
会
議
を
開
き
、
既
存
の
曲
の
歌
詞
を
改

め
、旋
律
を
統
一
さ
せ
て
、そ
れ
ら
を
楽
譜
に
記
す
こ
と
を
決
定
し
た
（
寺

河　

一
九
七
〇　

百
七
五
頁
）。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
教
団
は
、
音
楽
理

論
の
専
門
家
と
し
て
都
築
紅
山
（
５
）を

招
聘
し
た
。

　

紅
山
は
ま
ず
、
ご
詠
歌
の
旋
律
を
西
洋
の
五
線
譜
に
書
き
記
し
た
上
で
、

そ
れ
を
さ
ら
に
、
ご
詠
歌
用
に
新
し
く
考
案
し
た
記
譜
法
に
基
づ
い
て
書
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き
直
し
、
金
剛
流
公
式
の
楽

譜
を
完
成
さ
せ
た
【
資
料
１
】。

こ
の
よ
う
に
、
一
度
は
西
洋

の
五
線
譜
に
よ
る
楽
譜
が
作

ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

公
式
の
楽
譜
と
し
て
発
行
さ

れ
た
の
は
【
資
料
１
】
に
示

す
よ
う
な
、
声
明
の
博
士
に

基
づ
く
楽
譜
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
（
６
）。

　

声
明
の
記
譜
法
を
採
用
し

た
理
由
は
、
他
に
参
考
と
な

る
記
譜
法
が
な
く
こ
れ
が
適

当
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
理
由
と
し
て
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ

う
。
声
明
は
仏
教
儀
礼
の
中
で
重
要
な
機
能
を
持
つ
音
楽
で
あ
り
、
僧
侶

が
古
く
か
ら
歌
い
つ
い
で
き
た
「
伝
統
」
的
な
仏
教
音
楽
と
み
な
さ
れ
て

い
た
た
め
、
声
明
の
記
譜
法
を
ご
詠
歌
に
採
用
す
る
こ
と
は
、「
乞
食
歌
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
ご
詠
歌
を
「
伝
統
」
的
な
仏
教
音
楽
へ
と
位

置
づ
け
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
楽
譜
の
使
用
が
始
ま
る
と
、
楽
譜
ど
お
り
に
「
正
し
く
」
う

た
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
口
伝
よ
り
も
楽
譜
が
重
視
さ

れ
て
い
く
と
同
時
に
、「
正
調
」
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
。
た
と
え
ば
、

一
九
二
九
年
に
発
行
さ
れ
た
楽
譜
集
の
「
緒
言
」（
曽
我
部　

一
九
二
九
）

に
も
「
正
調
」
の
文
字
が
確
認
で
き
る
。

　
（
前
略
）
蓋
し
人
の
音
声
は
各
人
其
特
色
を
有
し
高
低
硬
軟
一
様
な

ら
ず
、
従
つ
て
各
人
各
自
の
音
声
に
任
せ
て
唱
詠
す
れ
ば
稍
も
す
れ
ば

本
来
の
正
調
に
遠
か
り
収
拾
し
難
き
に
至
る
べ
し
、
凡
て
の
声
楽
に
流

派
を
生
じ
甚
し
き
我
見
に
陥
る
者
少
し
と
せ
ず
、
是
れ
音
譜
な
く
し
て

師
資
口
伝
に
依
る
を
以
て
な
り
当
流
十
五
折
博
士
の
記
号
を
採
つ
て

音
譜
を
表
現
す
る
は
実
に
帰
正
排
邪
の
好
方
便
と
謂
つ
べ
し
、（
中
略
）

昭
和
四
年
九
月　

河
内
天
野
の
山
房
に
て　

中
僧
正　

曾
我
部
俊
雄
識
（
７
）

　

こ
の
文
章
か
ら
、
楽
譜
が
正
調
を
示
す
も
の
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
に
、
口
伝
よ
り
も
楽
譜
に
信
頼
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

様
子
が
窺
え
よ
う
。
民
謡
の
場
合
も
、
保
存
会
が
唯
一
の
楽
譜
を
制
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
正
調
」
の
固
定
化
が
強
力
に
促
さ
れ
た
が
（
渡
辺　

二
〇
〇
四　

百
五
十
六
頁
）、
ご
詠
歌
も
同
様
、「
正
調
」
が
楽
譜
に
記
さ

れ
た
た
め
に
歌
い
方
が
固
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
ご
詠
歌
の
場
合
、
た
と
え
、
楽
譜
に
よ
っ
て
伝
承
し
よ
う
と
す

る
情
報
を
固
定
し
、
録
音
に
よ
っ
て
楽
譜
に
書
き
記
せ
な
い
細
か
い
節
回

し
ま
で
記
録
し
得
た
と
し
て
も
（
８
）、

そ
れ
で
も
な
お
、
ご
詠
歌
の
伝
承
者
は

頑
な
な
ま
で
に
師
か
ら
弟
子
へ
の
直
接
の
口
伝
に
こ
だ
わ
る
。
そ
し
て
、

楽
譜
や
録
音
に
よ
る
情
報
よ
り
も
、
師
の
生
の
演
唱
が
最
も
正
し
い
情
報

と
し
て
優
先
さ
れ
る
た
め
、
も
し
師
の
演
唱
と
楽
譜
や
録
音
と
の
間
に
齟

【資料１】ご詠歌の楽譜「楊柳節」（曽我部編著　1929）
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齬
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
楽
譜
と
録
音
を
作
り
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
当

然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
（
９
）。

こ
の
よ
う
に
、
師
か
ら
の
直
接
の
口
伝
を

重
視
し
、
本
来
は
伝
承
の
固
定
化
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
の

楽
譜
や
録
音
を
否
定
し
て
し
ま
う
伝
承
者
の
態
度
は
、
ご
詠
歌
に
特
徴
的

な
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

三
―
二　

音
楽
理
論

　

金
剛
流
で
は
、
楽
譜
の
作
成
と
並
行
し
て
音
楽
理
論
の
確
立
も
目
指
さ

れ
、
こ
の
と
き
に
精
力
的
に
研
究
を
進
め
た
の
が
、
後
に
金
剛
流
流
祖
と

仰
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
曽
我
部
俊
雄
和
尚
と
、
教
団
の
御
雇
楽
師
都
築

紅
山
で
あ
っ
た
。
紅
山
は
、
教
団
か
ら
の
委
嘱
を
受
け
て
、
全
曲
を

通
じ
て
旋
法
・
音
階
を
分
類
し
、
ご
詠
歌
の
旋
律
構
造
に
つ
い
て
理

論
的
な
整
理
を
行
っ
た
（
都
築　

一
九
五
九　

四
頁
）。
ま
た
、
曽

我
部
も
紅
山
に
学
び
な
が
ら
研
究
を
重
ね
、
一
九
三
三
年
に
「
金
剛

流
詠
歌
道
」
と
題
し
て
、
ご
詠
歌
の
音
楽
理
論
や
歴
史
に
関
す
る
論

考
を
発
表
し
た
。

　
「
金
剛
流
詠
歌
道
」
は
、
こ
ん
に
ち
も
ご
詠
歌
の
解
説
書
と
し
て
広

く
読
ま
れ
て
お
り
、
ご
詠
歌
の
起
源
や
歴
史
に
関
す
る
記
述
に
加
え

て
、
音
階
、
拍
子
、
発
声
法
、
装
飾
法
、
法
具
（
楽
器
）
の
奏
法
な
ど
、

多
岐
に
わ
た
る
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。
中
で
も
音
階
に
関
し
て
多

く
の
紙
面
が
割
か
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
、
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て

簡
単
に
考
察
を
加
え
る
。

　
「
金
剛
流
詠
歌
道
」
に
よ
れ
ば
、
ご
詠
歌
の
音
階
は
主
に
俗
楽
音
階

か
ら
成
っ
て
い
る
。
俗
楽
と
は
、
三
味
線
音
楽
や
筝
曲
を
指
し
、
ま
た
俗

楽
音
階
と
は
、
こ
れ
ら
の
音
楽
を
構
成
す
る
音
階
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、

俗
楽
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
「
決
し
て
卑
俗
淫
卑
な
も
の
で
は
な
く
、」「
雅

楽
に
対
す
る
一
般
の
芸
術
音
楽
の
事
」（
岩
坪
編　

二
〇
〇
四　

百
六
十
三

頁
）
で
あ
り
、「
今
後
は
雅
楽
旋
法
に
依
る
作
品
洋
楽
旋
法
に
依
る
作
品

を
も
用
い
更
に
音
楽
と
し
て
進
展
す
る
途
を
採
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」（
岩

坪
編　

二
〇
〇
四　

百
六
十
七
頁
）
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
曽
我
部
は
、
金
剛
流
ご
詠
歌
の
音
階
を
【
資
料
２
】
の
「
和
洋

主
要
音
階
対
照
表
」
に
ま
と
め
て
説
明
し
た
。
こ
の
対
照
表
を
見
る
と
、

右
端
の
行
に
あ
る
「
律
名
」
と
は
声
明
に
倣
っ
た
音
名
で
、そ
の
隣
の
「
音

【
資
料
２
】「
和
洋
主
要
音
階
対
照
表
」（
岩
坪
編　

二
〇
〇
四　

一
七
三
頁
）
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名
」
が
洋
楽
に
よ
る
音
名
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
声
明
と
洋
楽
の
二

種
類
の
音
名
と
対
応
す
る
よ
う
に
し
て
、
金
剛
流
ご
詠
歌
で
用
い
る
す
べ

て
の
音
を
、
右
か
ら
三
行
目
の
「
金
剛
流
音
符
」
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
「
金
剛
流
音
符
」
の
中
か
ら
特
定
数
の
音
符
を
選
ん
で
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
音
階
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
音

階
の
例
は
、左
か
ら
三
、四
、五
行
目
の「
洋
旋（
平
調
）」「
陰
旋（
黄
鐘
）」「
陰

旋（
平
調
）」に
示
さ
れ
て
い
る
。
曽
我
部
は
、こ
れ
ら
の
ご
詠
歌
の
音
階
も
、

声
明
の
音
階
（
左
か
ら
六
、七
行
目
の
「
律
旋
法
（
壱
越
調
）」「
呂
旋
法
（
壱

越
調
）」）
と
、洋
楽
の
音
階
（
左
か
ら
一
、二
行
目
の
「
洋
短
旋
法
（
イ
調
）」

「
洋
長
旋
法
（
ハ
調
）」）
に
対
応
さ
せ
て
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
曽
我
部
は
金
剛
流
の
音
階
が
俗
楽
音
階
か
ら
成
っ
て
い

る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
決
し
て
卑
俗
な
音
楽
で
は
な
く
、
理
論
的
か

つ
合
理
的
に
説
明
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
ご
詠
歌
の
音
階
を
声

明
や
西
洋
音
楽
の
音
階
理
論
と
対
応
さ
せ
て
説
明
し
た
。
こ
う
し
た
音
階

理
論
は
、「
頽
廃
的
」「
乞
食
歌
」
な
ど
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ご
詠
歌
が
、

声
明
の
よ
う
に
「
伝
統
」
的
な
仏
教
音
楽
で
あ
り
、
か
つ
、
西
洋
音
楽
に

匹
敵
す
る
洗
練
さ
れ
た
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

三
―
三　

詠
階
制
度

　

詠
階
制
度
と
は
、
試
験
に
合
格
す
る
と
詠
階
と
呼
ば
れ
る
階
級
が
取
得

で
き
る
制
度
で
、
金
剛
流
の
創
立
当
初
か
ら
現
在
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

現
行
の
一
例
を
【
資
料
３
】「
詠
階
制
度
」
で
確
認
す
る
と
、
詠
階
ご
と
に

難
易
度
の
異
な
る
課
題
曲
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
合
格
し
て
詠
階

を
得
る
と
、
そ
の
証
と
な
る
袈
裟
な
ど
が
授
与
さ
れ
、
合
格
者
は
謝
礼
と

し
て
一
定
の
金
額
を
教
団
に
納
め
る
。
試
験
で
は
、楽
譜
に
書
か
れ
た
「
正

調
」
の
基
準
を
厳
密
に
守
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
た
め
、詠
階
制
度
も
「
正

調
」
を
保
存
す
る
た
め
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
詠
階
は
、
た
と
え
ば
、
い
け
ば
な
や
茶
道
な
ど
の
家
元
制
度
に
類

似
し
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
当
時

詠階 課題曲目 房 記章 袈裟

（准教師以上は省略）

准教師 来迎 （男女）白 准教師マーク 教師袈裟

直修教導 金剛 （男女）水色 直修教導マーク 半袈裟

大教導 入定和讃 （女性）赤
（男性）紫 6 本 半袈裟

準大教導 梵音 （女性）赤
（男性）紫 5 本 半袈裟

中教導 札打和讃 （女性）赤
（男性）紫 4 本 半袈裟

準中教導 楊柳 （女性）赤
（男性）紫 3 本 半袈裟

小教導 光明 （女性）赤
（男性）紫 2 本 半袈裟

準小教導 追弔和讃 （女性）赤
（男性）紫 1 本 半袈裟

入門 なし （女性）赤
（男性）紫 なし 半袈裟

【資料３】�詠階制度（神奈川地方本部の例）(2007年5月17日神奈
川地方本部の教師へのインタビューより、作表 :新堀 )
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に
は
、
い
け
ば
な
や
茶
道
な
ど
が
稽
古
事
と
し
て
一
般
家
庭
に
普
及
し
て

お
り
（
鈴
木　

二
〇
〇
〇　

四
十
九
頁
）、
稽
古
事
は
、
プ
ロ
の
行
う
高

級
な
芸
術
と
大
衆
の
担
う
低
俗
な
娯
楽
と
の
中
間
に
あ
る
家
庭
の
文
化
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
家
庭
の
稽
古
事
と
同
様
の
伝
承
形
態
を
持
つ
こ
と
は
、

ご
詠
歌
を
芸
術
・
儀
礼
音
楽
と
娯
楽
と
の
中
間
的
な
存
在
と
し
て
普
及
さ

せ
る
上
で
、
う
ま
く
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
家
元
制
度
に
似
た
伝
承
の
組
織
に
つ
い
て
、
プ
ロ
意
識
の

高
い
保
存
会
で
は
同
様
の
制
度
を
持
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
）
（（
（

、
ご
詠

歌
の
特
徴
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
制
度
が
僧
侶
の
階
級
制
度

（【
資
料
４
】
を
参
照
）
に
倣
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
僧
侶
が
修
行
を
積
ん
で
階
級
を
取
得
す
る
よ

う
に
、
ご
詠
歌
の
稽
古
が
信
者
の
修
行
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
二
九
年
の
楽
譜
集
（
曽
我
部
編
著　

一
九
二
九
）
に
記

さ
れ
た
「
教
導
の
心
得
」
を
引
用
す
る
と
、

　
（
前
略
）
下
は
準
小
教
導
よ
り
上
は
詠
匠
に
至
る
ま
で
常
に
三
信
條

五
綱
目
の
旨
を
体
し
、
第
一
熱
烈
な
る
信
仰
、
第
二
純
潔
な
る
品
性
、

第
三
同
行
と
の
和
合
、
第
四
勤
行
歌
讃
の
精
修
、
第
五
教
導
の
親
切
等

の
資
格
を
具
へ
怠
ら
ず
講
中
の
誘
導
拡
張
に
努
め
、
在
家
声
明
と
し
て

の
詠
歌
道
を
向
上
の
資
糧
と
な
し
、（
中
略
）
自
ら
正
調
を
習
つ
て
人

に
伝
へ
、
老
若
男
女
に
詠
歌
道
に
依
る
修
養
の
貴
き
を
知
ら
し
む
る
や

う
身
を
以
て
率
ゐ
る
は
實
に
道
俗
を
論
ぜ
ず
詠
歌
教
導
の
要
務
な
り
と

知
る
べ
し
）
（（
（

と
あ
り
、
ご
詠
歌
の
第
一
義
が
信
仰
に
あ
り
、
ご
詠
歌
の
「
正
調
」
を
う

た
い
継
ぐ
こ
と
が
「
詠
歌
道
」
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
ご
詠
歌
が
信
仰
の
道
と
み
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
詠
階
制
度
が
大
き
く

関
係
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
家
元
制
度
を
持
っ
た
お
茶
や
い
け
ば
な

と
い
っ
た
芸
能
が
「
茶
道
」
や
「
華
道
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ご

詠
歌
を
う
た
い
継
ぐ
こ
と
が
「
詠
歌
道
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
は
単
に
技

術
の
上
達
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
精
神
の
修
養
を
積
む
求
道
的
な
性
格

が
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
芸
道
の
あ
り
方
は
、
ご
詠
歌
の
伝
承
者
が
楽
譜
よ
り
も
口
伝

を
重
視
す
る
と
い
う
姿
勢
に
通
じ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本

論
文
の
三
―
一
で
も
述
べ
た
と
お
り
、「
正
調
」
を
保
存
す
る
た
め
に
作
っ

た
楽
譜
を
誤
っ
て
い
る
と
し
て
書
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
は
一
見
非
常
に

奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
ご
詠
歌
の
場
合
、
芸
道
と
い
う
視
点
か
ら
考
え

て
み
る
と
、
師
か
ら
じ
か
に
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、

口
伝
を
優
先
し
て
楽
譜
を
書
き
か
え
る
こ
と
も
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

等級 称号
一級 大僧正
二級 権大僧正
三級 中僧正
四級 権中僧正
五級 少僧正
六級 権少僧正
七級 大僧都
八級 権大僧都
九級 中僧都
十級 権中僧都

十一級 少僧都
十二級 権少僧都
十三級 大律師
十四級 律師
十五級 権律師
十六級 教師試補

【資料４】僧侶の階級制度
（高野山真言宗宗務所編
2000　120～121頁　
作表 :新堀）
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
ご
詠
歌
を
対
象
に
「
正
調
」
の

成
立
過
程
を
考
察
し
た
。
ご
詠
歌
は
西
洋
化
型
の
仏
教
洋
楽
に
対
抗
す
る

形
で
、
真
言
宗
の
教
団
が
伝
承
し
始
め
た
。
こ
の
と
き
、
教
団
は
楽
譜
と

音
楽
理
論
を
作
り
、
ま
た
家
元
制
度
に
似
た
伝
承
の
あ
り
方
を
整
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ご
詠
歌
を
「
伝
統
」
的
な
仏
教
音
楽
に
昇
華
さ
せ
、
ご
詠

歌
の
「
正
調
」
を
確
立
し
た
。
そ
の
後
の
「
正
調
」
を
保
存
し
よ
う
と
す

る
動
き
は
民
謡
の
場
合
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
ご
詠
歌
の
特
徴
と
し
て
強

調
し
た
い
の
は
、
芸
道
と
し
て
の
特
徴
で
あ
る
。
民
謡
の
場
合
、
た
と
え

ば
北
海
道
の
「
江
差
追
分
」
で
あ
れ
ば
「
江
差
」
と
い
う
地
域
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
音
楽
文
化
と
し
て
民
謡
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

お
り
（
渡
辺　

二
〇
〇
四
）、
ま
た
、
島
根
県
安
来
地
方
の
安
来
節
を
例

に
挙
げ
れ
ば
、
安
来
節
は
レ
コ
ー
ド
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
全
国
的

に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
観
光
産
業
と
結
び
つ
く
こ
と
で

民
謡
に
商
品
的
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
も
指
摘
で
き
る
（
秋
吉

　

二
〇
〇
七
）。
こ
れ
ら
の
民
謡
と
比
較
し
た
場
合
、
ご
詠
歌
は
信
仰
の

道
を
究
め
る
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
は
華

道
や
茶
道
、
尺
八
な
ど
の
芸
道
に
よ
り
近
い
性
格
と
し
て
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
芸
道
の
思
想
は
室
町
期
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
、
日
本
の
諸
芸
能

に
特
徴
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
近
代
と
り
わ
け
一
九
二
〇
～
三
〇
年

代
と
い
う
時
期
を
み
る
と
き
、
そ
れ
は
家
庭
に
お
け
る
稽
古
文
化
と
の
結

び
つ
き
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
） 

保
存
会
に
よ
る
楽
譜
の
制
定
と
「
正
調
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

D
avid W

. H
ughes

が
言
及
し
て
お
り
（H

ughes　

1981, p.34

）、

ま
た
渡
辺
裕
も
、
戦
後
の
江
差
追
分
を
例
に
挙
げ
て
、
楽
譜
制
定

と
コ
ン
ク
ー
ル
開
催
に
よ
る
「
正
調
」
の
固
定
化
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
（
渡
辺　

二
〇
〇
四　

百
五
十
六
～
百
六
十
六
頁
）。

（
２
） 

大
正
期
以
前
に
も
、
真
言
宗
は
浄
土
真
宗
の
活
動
を
手
本
に
し
な

が
ら
布
教
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
真
言
宗
の

新
し
い
布
教
の
あ
り
方
と
し
て
、「
大
師
中
心
主
義
」
が
叫
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
浄
土
真
宗
の
や
り
方
を
手
本
に
し
て

布
教
を
行
う
の
で
は
な
く
、
真
言
宗
独
自
の
教
え
、
真
言
宗
を
開

い
た
空
海
（
弘
法
大
師
）
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
動

き
で
あ
っ
た
。（
寺
河　

一
九
七
〇　

九
十
四
頁
）

（
３
） 

引
用
文
（
曽
我
部
俊
雄
「
詠
監
就
任
の
辞
」
一
九
二
九
年
）
の
執
筆

年
に
つ
い
て
、
原
典
の
確
認
が
取
れ
て
い
な
い
が
、
執
筆
者
の
曽
我

部
が
詠
監
に
就
任
し
た
の
は
昭
和
四
年
（『
高
野
山
金
剛
流
教
師
心

得
十
箇
条
』　

一
九
九
九　

三
十
三
頁
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
筆

年
を
一
九
二
九
年
と
判
断
し
た
。
曽
我
部
俊
雄
は
真
言
宗
高
野
山
派

の
僧
侶
で
、
金
剛
流
の
普
及
に
尽
力
し
た
人
物
で
、
現
在
で
は
、
金

剛
流
を
大
成
し
た
功
績
が
称
え
ら
れ
て
流
祖
と
仰
が
れ
て
い
る
。

（
４
） 
曽
我
部
は
、「
鬱
勃
た
る
創
業
の
精
神
」（
曽
我
部　

一
九
三
三
a
）

の
中
で
、
ご
詠
歌
に
つ
い
て
「
そ
れ
が
巷
間
の
俗
歌
俚
謡
と
同
一

視
し
難
い
点
は
宗
教
楽
で
あ
り
讃
歌
で
あ
る
と
い
ふ
点
で
あ
る
、
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此
宗
教
声
楽
と
し
て
の
詠
歌
和
讃
を
正
当
に
理
解
し
認
識
す
る
こ

と
が
根
本
的
に
必
要
な
も
の
で
私
共
の
要
望
は
金
剛
流
道
行
者
の

指
導
精
神
と
相
並
ん
で
此
詠
歌
和
讃
の
本
質
と
価
値
と
を
一
般
識

者
に
認
め
て
貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
（
岩
坪
編　

二
〇
〇
四　

二
十
一
頁
）、
こ
う
し
た
主
張
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、

「
頽
廃
的
」「
乞
食
歌
」
と
い
う
ご
詠
歌
へ
の
非
難
を
払
拭
し
よ
う

と
す
る
意
識
も
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
５
） 

都
築
紅
山
は
、
都
山
流
尺
八
の
演
奏
家
で
あ
る
が
、
尺
八
の
ほ
か

に
ピ
ア
ノ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
嗜
み
、
西
洋
音
楽
の
理
論
に
も
通

じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
金
剛
流
の
楽
師
と
し
て
招
か
れ
、
ご
詠
歌

の
楽
譜
作
成
や
音
楽
理
論
の
研
究
に
携
わ
っ
た
。

（
６
） 

ご
詠
歌
の
楽
譜
作
成
に
当
た
っ
て
、
そ
の
基
礎
を
、
高
野
山
派
の

教
団
が
伝
習
し
て
き
た
南
山
進
流
の
声
明
譜
に
依
る
こ
と
と
し
た

（
久
保
観
雅
「
金
剛
講
に
就
て
」『
金
剛
流
詠
歌
道
講
録
』
岩
坪
編　

二
〇
〇
四　

五
頁
）。
ま
た
、
楽
譜
集
の
解
説
に
も
「
金
剛
流
に
於

て
は
覚
意
作
に
か
ゝ
る
十
五
折
博
士
の
記
号
を
採
用
し
て
詠
歌
及

和
讃
の
音
譜
を
記
す
」
と
あ
る
（
曽
我
部
俊
雄
「
音
譜
」『
金
剛
流

御
詠
歌
和
讃
詳
解
』
曽
我
部
編
著　

一
九
二
九
）。

（
７
） 

引
用
文
中
の
傍
線
は
、
引
用
者
に
よ
る
。

（
８
） 

一
九
三
〇
年
に
は
、
師
範
の
声
を
吹
き
込
ん
だ
録
音
が
レ
コ
ー

ド
で
発
売
さ
れ
た
た
め
（『
高
野
山
金
剛
流
教
師
心
得
十
箇
条
』

一
九
九
九　

三
十
三
頁
）、
従
来
の
師
か
ら
弟
子
へ
の
直
接
的
な
口

伝
と
は
異
な
る
、
新
し
い
口
伝
の
あ
り
方
が
生
ま
れ
た
。

（
９
） 

こ
う
し
た
楽
譜
の
書
き
変
え
や
録
音
の
録
り
直
し
は
、
金
剛
流
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
他
流
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
密
厳
流
の
場
合
を
例
に
、拙
論（
新
堀　

二
〇
〇
六
）で
論
じ
た
。

（
10
） 

た
と
え
ば
、
安
来
節
の
保
存
会
も
家
元
制
度
を
導
入
し
、「
名
人
」

か
ら
「
三
級
」
ま
で
の
階
級
を
敷
い
て
伝
承
を
制
度
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て「
正
調
」を
確
立
し
た（
秋
吉　

二
〇
〇
七　

三
十
三
頁
）。

（
11
） 

引
用
文
中
の
傍
線
は
、
引
用
者
に
よ
る
。

引
用
・
参
考
文
献

秋
吉
康
晴　
「
旅
に
誘
う
民
謡
―
安
来
節
の
場
所
を
め
ぐ
る
考
察
」『
文
芸

学
研
究
』
第
十
一
号　

二
〇
〇
七

飛
鳥
寛
栗　
『
そ
れ
は
仏
教
唱
歌
か
ら
始
ま
っ
た
―
戦
前
仏
教
洋
楽
事
情
―
』　

一
九
九
九　

樹
心
社

池
田
英
俊　
「
明
治
仏
教
の
教
会
・
結
社
を
め
ぐ
る
問
題
」圭
室
文
雄
編『
民

衆
宗
教
の
構
造
と
系
譜
』　

一
九
九
五　

雄
山
閣
出
版

岩
坪
眞
弘
編　
『
金
剛
流
詠
歌
道
講
録
』　

二
〇
〇
四　

高
野
山
金
剛
講
総

本
部

蒲
生
郷
昭　
「
御
詠
歌
」
平
野
健
次
・
上
参
郷
祐
康
・
蒲
生
郷
昭
監
修
『
日

本
音
楽
大
事
典
』　

一
九
八
九　

平
凡
社

『
高
野
山
金
剛
流
教
師
心
得
十
箇
条
』　

一
九
九
九　

高
野
山
金
剛
講
総
本

部
教
師
会

高
野
山
真
言
宗
宗
務
所
編　
「
高
野
山
真
言
宗
宗
規
」『
高
野
山
真
言
宗
宗

規
類
集
』　

二
〇
〇
〇　

高
野
山
真
言
宗
宗
務
所
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小
室
裕
充　
『
近
代
仏
教
史
研
究
』　

一
九
八
七　

同
朋
舎
出
版

阪
井
葉
子　
「
明
治
期
日
本
に
お
け
る「
民
謡
」概
念
の
成
立
」『
独
文
学
報
』

第
二
十
一
号　

二
〇
〇
五

品
田
悦
一　
「
第
三
章　

民
族
の
原
郷
―
国
民
歌
集
の
刷
新
と
普
及
」『
万
葉

集
の
発
明
―
国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
』　

二
〇
〇
一　

新

曜
社

新
堀
歓
乃　
「
密
厳
流
ご
詠
歌
の
楽
譜
と
口
頭
伝
承
が
変
容
す
る
し
く
み
―

規
範
と
個
性
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
七
十
一
号　

二
〇
〇
六　

鈴
木
幹
子　
「
大
正
・
昭
和
初
期
に
お
け
る
女
性
文
化
と
し
て
の
稽
古
事
」

青
木
保
ほ
か
編
『
女
の
文
化　

近
代
日
本
文
化
論
８
』　

二
〇
〇
〇　

岩
波
書
店

曽
我
部
俊
雄　
「
詠
監
就
任
の
辞
」　

一
九
二
九
（
岩
坪
眞
弘
編
『
金
剛
流

詠
歌
道
講
録
』　

二
〇
〇
四　

高
野
山
金
剛
講
総
本
部
に
所
収
）

曽
我
部
俊
雄
a　
「
鬱
勃
た
る
創
業
の
精
神
」　

一
九
三
三（
岩
坪
眞
弘
編『
金

剛
流
詠
歌
道
講
録
』　

二
〇
〇
四　

高
野
山
金
剛
講
総
本
部
に
所
収
）

曽
我
部
俊
雄
b　
「
金
剛
流
詠
歌
道
」　

一
九
三
三
（
岩
坪
眞
弘
編
『
金
剛

流
詠
歌
道
講
録
』　

二
〇
〇
四　

高
野
山
金
剛
講
総
本
部
に
所
収
）

曽
我
部
俊
雄
編
著　
『
高
野
山
大
師
敎
會
金
剛
講　

御
詠
歌
和
讃
詳
解
』　

一
九
二
九　

高
野
山
大
師
敎
會
金
剛
講
總
本
部

武
石
彰
夫　
『
仏
教
歌
謡
の
研
究
』　

一
九
六
九　

桜
楓
社

都
築
紅
山　
『
金
剛
流
御
詠
歌
楽
理
経
典
』
一
九
五
九　

高
野
山
金
剛
講

総
本
部

坪
井
秀
人　
「
第
二
章　
〈
国
民
の
声
〉
と
し
て
の
民
謡
」『
感
覚
の
近
代
』　

二
〇
〇
六　

名
古
屋
大
学
出
版
会

寺
河
俊
海　
『
真
言
宗
布
教
史
』　

一
九
七
〇　

高
野
山
真
言
宗
布
教
研
究
所
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福
本
康
之　
「
昭
和
戦
前
期
の
仏
教
洋
楽
に
関
す
る
一
考
察
（
Ⅰ
）
―
「
佛

教
音
樂
協
會
」
と
同
協
会
京
都
支
部
の
活
動
を
中
心
に
―
」『
環
境
と

経
営
』　

第
七
巻
第
一
号　

二
〇
〇
一

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、
エ
リ
ッ
ク
／
レ
ン
ジ
ャ
ー
、
テ
レ
ン
ス
編 　
『
創
ら
れ

た
伝
統
』
前
川
啓
治
・
梶
原
景
昭
他
訳　

一
九
九
二　

紀
伊
國
屋
書
店

目
黒
隆
幸　
「
真
言
宗
布
教
史
」
密
教
文
化
研
究
会
編
『
密
教
文
化
』　

一
九
五
七　

高
野
山
出
版
社

渡
辺
裕　
「
異
文
化
接
触
の
中
の
民
謡
―
『
正
調
江
差
追
分
』
に
み
る
自

己
表
象
の
成
立
と
変
容
」
井
上
さ
つ
き
・
寺
内
直
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・
渡
辺
裕
『
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芸
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ぐ
る
異
文
化
接
触
メ
カ
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の
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究
―1900

年
パ

リ
万
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前
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お
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東
西
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視
線
の
相
互
変
容
―
』　

平
成
十
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～

十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
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（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
１
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研
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成
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成
十
六
年
十
一
月
版
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〇
四
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