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ふ
し
）
」
を
吹
き
、
生
徒
は
そ
れ
を
覚
え
て
帰
っ
て
家
で
練
習
し
、
つ
ぎ
の
日
に
一

人
ず
つ
吹
か
さ
れ
た
。
楽
譜
は
な
く
、
Ｔ
氏
の
笛
を
聞
き
、
「
う
ー
ひ
ょ
う
」
な
ど

と
「
口
ず
さ
み
」
（
口
唱
歌
）
を
し
て
、
指
を
見
て
、
覚
え
た
。
わ
か
ら
な
い
場
所

は
質
問
す
れ
ば
教
え
て
く
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
家
で
練
習
し
た
。
太
鼓
は
、
Ｔ
氏

が
特
に
一
人
に
教
え
て
い
た
が
、
Ｈ
氏
も
見
よ
う
見
ま
ね
で
練
習
し
て
い
た
。
太

鼓
に
は
「
口
ず
さ
み
」
が
な
く
、
叩
い
て
い
る
の
を
見
て
覚
え
る
し
か
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
練
習
だ
か
ら
、
何
度
か
参
加
す
る
人
は
い
て
も
、
続
く
人
は
少
な
く
、

結
局
四
、
五
人
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。
Ｔ
氏
を
中
心
と
し
た
そ
の
集
ま
り
を
唐
国
笛

声
会
（
て
き
せ
い
か
い
）
と
い
っ
て
い
た
。

そ
の
頃
は
、
夏
に
な
る
と
Ｈ
氏
た
ち
は
毎
日
夕
涼
み
に
国
道
に
出
て
、
笛
を
吹
い

て
い
た
。
吹
い
て
い
る
と
近
所
の
人
た
ち
も
集
ま
っ
て
き
て
、
聞
い
て
い
た
。

昭
和
二
四
年
か
ら
は
、
長
浜
曳
山
祭
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｔ
氏
に
依
頼
が
来

て
、
笛
声
会
で
鳳
凰
山
に
上
が
っ
た
。
太
鼓
を
Ｔ
氏
が
叩
き
、
五
人
く
ら
い
で
笛

を
吹
い
た
。
Ｈ
氏
は
翌
年
に
体
調
を
崩
し
、
そ
れ
以
降
は
ハ
ヤ
シ
に
参
加
し
な
か
っ

た
が
、
笛
声
会
は
そ
の
後
も
五
年
ほ
ど
長
浜
に
行
き
、
壽
山
、
孔
雀
山
な
ど
へ
上
が
っ

た
。
し
か
し
、
三
〇
年
代
に
は
長
浜
か
ら
の
依
頼
は
途
絶
え
た
。
長
浜
以
外
に
も

米
原
曳
山
祭
、
敦
賀
の
祭
り
、
彦
根
の
パ
レ
ー
ド
な
ど
に
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
ら

は
一
回
限
り
の
依
頼
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
〇
年
代
に
Ｔ
氏
が
亡
く
な
り
、
昭
和
四
〇
年
代
に
は
ハ
ヤ
シ
を
演
奏
す
る

機
会
も
な
く
、
笛
声
会
の
活
動
は
途
絶
え
た
。

(2)
唐
国
囃
子
（
は
や
し
）
太
鼓
保
存
会

昭
和
末
頃
に
「
や
っ
ぱ
り
、
伝
統
を
途
絶
え
さ
せ
る
の
は
…
…
（
い
け
な
い
）
」
と
、

残
っ
た
笛
声
会
の
メ
ン
バ
ー
で
ハ
ヤ
シ
を
再
開
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
四
人
で
、
Ｈ

氏
と
も
う
一
人
が
同
年
代
、
ほ
か
の
二
人
が
も
う
少
し
年
下
だ
っ
た
。
唐
国
会
館

現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
周
辺
村
落
の
囃
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
　
資
子

こ
こ
で
は
、
以
前
に
曳
山
祭
で
シ
ャ
ギ
リ
を
担
当
し
て
い
た
近
郊
の
村
落
の
う
ち
、

現
在
活
動
し
て
い
る
長
浜
市
唐
国
（
旧
虎
姫
町
）
で
の
ハ
ヤ
シ
（
囃
子
）
の
活
動

の
経
緯
を
昭
和
四
年
生
ま
れ
の
Ｈ
氏
の
話
か
ら
記
す
。
そ
し
て
、
現
在
の
活
動
を

紹
介
し
、
曳
山
祭
の
シ
ャ
ギ
リ
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
。

① 

唐
国
に
お
け
る
ハ
ヤ
シ
の
活
動
の
経
緯

(1)
唐
国
笛
声
会

唐
国
で
は
、
大
正
期
に
は
「
ハ
ヤ
シ
」
が
で
き
る
人
た
ち
が
い
た
が
、
そ
の
人
た

ち
が
戦
争
に
行
く
な
ど
し
て
い
な
く
な
り
、
昭
和
期
に
入
る
と
演
奏
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
な
っ
た
。
昭
和
四
年
生
ま
れ
の
Ｈ
氏
も
子
ど
も
の
頃
は
ハ
ヤ
シ
を
聞
い
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。

昭
和
二
二
年
、
戦
争
か
ら
帰
っ
て
き
た
Ｔ
氏
（
明
治
末
か
大
正
生
ま
れ
。
当
時

四
〇
歳
前
か
）
が
一
人
で
若
い
人
に
笛
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
で
農
業
を

し
て
い
た
当
時
一
八
歳
の
Ｈ
氏
は
、
「
や
っ
て
み
な
い
か
」
と
誘
わ
れ
、
近
所
の
同

年
代
の
人
た
ち
と
練
習
に
行
っ
て
み
た
。
笛
を
吹
く
と
す
ぐ
に
音
が
出
て
、「
先
生
」

か
ら
も
「
い
い
」
と
い
わ
れ
た
の
で
、
お
も
し
ろ
く
な
っ
た
。
結
局
、
そ
の
年
の

一
二
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
農
閑
期
の
五
ヶ
月
間
、
毎
日
練
習
に
通
う
こ
と
に

な
る
。
「
今
日
は
行
か
な
い
で
お
こ
う
」
と
思
っ
て
い
て
も
、
友
達
が
笛
を
吹
き
な

が
ら
誘
い
に
く
る
と
支
度
を
始
め
て
し
ま
い
、
家
の
人
か
ら
「
や
っ
ぱ
り
行
く
の
か
」

と
笑
わ
れ
て
い
た
。

当
時
は
最
大
で
一
〇
人
く
ら
い
が
一
緒
に
習
っ
て
い
た
。
Ｔ
氏
が
「
一
節
（
ひ
と
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散
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
解
散
式
の
出
し
物
と
し
て
Ｈ
氏
に
ハ
ヤ
シ
を
教
え
て

ほ
し
い
と
頼
ん
だ
の
で
あ
る
。
以
前
に
Ｈ
氏
た
ち
が
文
化
ホ
ー
ル
で
ハ
ヤ
シ
を
演

奏
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
聞
い
た
笛
の
音
が
印
象
に
残
っ
て
お
り
、
あ

ん
な
ふ
う
に
吹
け
た
ら
い
い
と
考
え
た
の
だ
と
い
う
。
頼
ま
れ
た
Ｈ
氏
は
「
（
女
性

で
も
）
や
っ
て
く
れ
る
な
ら
い
い
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
唐
国
で
は
、
女
性
が
ハ

ヤ
シ
を
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
が
反
対
す
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

六
人
の
女
性
た
ち
が
平
成
二
一
年
の
九
月
か
ら
笛
の
練
習
を
始
め
た
が
、
二
ヶ
月

間
は
音
が
出
ず
、「
シ
ャ
ー
シ
ャ
ー
」
と
鳴
る
だ
け
だ
っ
た
。
「
エ
ア
ー
シ
ャ
ギ
リ
（
音

は
ラ
ジ
カ
セ
で
流
す
）
で
も
い
い
、
ハ
ッ
ピ
だ
け
着
た
ら
な
ん
と
か
な
る
」
と
開

き
直
っ
て
続
け
、
音
が
出
た
の
は
解
散
式
が
行
わ
れ
る
一
一
月
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ

た
。そ

れ
以
降
、
平
成
二
三
年
の
現
在
ま
で
練
習
を
続
け
て
お
り
、
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

交
流
会
」
や
「
敬
老
会
」
な
ど
で
演
奏
を
披
露
し
て
い
る
。
集
ま
り
を
「
社
戯
里
，

Ｓ
（
シ
ャ
ギ
リ
ー
ズ
）
」
と
名
付
け
、
サ
ー
ク
ル
活
動
と
し
て
登
録
し
た
。
そ
れ
ま

で
の
職
場
の
仲
間
が
離
れ
離
れ
に
な
る
の
が
寂
し
か
っ
た
の
で
、
笛
の
練
習
を
み

ん
な
が
集
ま
る
機
会
に
し
た
の
だ
と
い
う
。

新
し
い
メ
ン
バ
ー
の
募
集
も
お
こ
な
っ
て
お
り
、
米
原
の
ハ
ヤ
シ
経
験
者
の
女
性

一
人
が
新
た
に
加
わ
り
、
見
学
に
く
る
人
も
い
る
。

社
戯
里
，
Ｓ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
旧
長
浜
市
や
旧
湖
北
町
な
ど
の
住
民
で
あ
り
、
唐

国
の
住
民
は
一
人
し
か
い
な
い
。
Ｈ
氏
は
、
「
唐
国
の
伝
統
」
と
い
う
が
、
そ
れ
で

構
わ
な
い
の
か
と
尋
ね
る
と
、
「
お
年
寄
り
た
ち
喜
ぶ
か
ら
（
そ
れ
で
い
い
）
」
と

い
う
。

② 

唐
国
の
ハ
ヤ
シ
の
現
在
（
社
戯
里
，
Ｓ
と
Ｈ
氏
の
指
導
）

に
集
ま
っ
て
練
習
を
お
こ
な
い
、
若
い
人
た
ち
に
声
を
か
け
て
教
え
た
。

平
成
四
年
に
宝
く
じ
助
成
事
業
の
補
助
を
得
て
、
太
鼓
を
一
台
・
し
め
太
鼓
を
三

張
・
す
り
鉦
を
五
個
・
笛
を
三
五
本
・
ハ
ッ
ピ
を
三
五
着
購
入
し
た
。
笛
な
ど
の

楽
器
は
長
浜
市
朝
日
町
の
Ｍ
太
鼓
店
に
頼
ん
だ
。
「
笛
声
会
」
の
団
体
名
で
申
請
し

た
が
、
ハ
ッ
ピ
に
名
前
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
新
た
に
「
唐
国
囃
子
太
鼓
保
存
会
」

と
名
称
を
つ
け
た
。
さ
ら
に
平
成
九
年
に
は
日
本
生
命
の
助
成
を
得
て
、
太
鼓
を

も
う
一
台
購
入
し
た
。
そ
の
と
き
の
申
請
団
体
名
は
「
唐
国
村
お
こ
し
囃
子(

は

や
し)

太
鼓
保
存
会
」
に
し
た
。

長
浜
市
下
八
木
町
（
旧
び
わ
町
）
の
祭
り
に
出
た
り
、
敬
老
会
で
演
奏
し
た
り
し

な
が
ら
、
唐
国
の
小
学
生
を
集
め
て
教
え
た
り
、
新
た
な
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
て

教
え
た
り
し
た
。
当
時
の
募
集
は
子
ど
も
を
含
め
て
男
性
に
限
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

笛
の
音
を
出
す
の
は
難
し
く
、
ま
た
「
口
ず
さ
み
」
で
の
曲
の
習
得
に
は
時
間
が

か
か
る
せ
い
か
、
新
し
い
メ
ン
バ
ー
が
会
に
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

平
成
七
年
頃
に
は
、
長
浜
の
囃
子
保
存
会
か
ら
調
査
が
き
た
の
で
、
演
奏
を
録
音

し
て
テ
ー
プ
を
渡
し
た
。
唐
国
会
館
で
の
録
音
は
、
音
の
大
き
さ
の
調
整
に
苦
労
し
、

音
が
小
さ
く
な
る
よ
う
に
太
鼓
は
二
階
で
叩
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
一
階
で
笛
を

吹
い
て
ラ
ジ
カ
セ
で
録
音
し
た
。

そ
の
後
、
メ
ン
バ
ー
が
亡
く
な
る
な
ど
し
て
、
現
在
、
元
気
で
い
る
の
は
Ｈ
氏
だ

け
と
な
っ
た
。
Ｈ
氏
は
、
何
と
か
唐
国
の
ハ
ヤ
シ
を
次
の
世
代
に
伝
え
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
　

(3)
社
戯
里
，
Ｓ
（
し
ゃ
ぎ
り
ー
ず
）
の
結
成

平
成
二
一
年
か
ら
は
、
Ｈ
氏
の
も
と
で
二
〇
歳
代
か
ら
五
〇
歳
代
ま
で
の
女
性
た

ち
が
ハ
ヤ
シ
を
練
習
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
元
虎
姫
町
の
社
会
福
祉
協
議
会
の

職
員
で
あ
る
。
長
浜
市
へ
の
合
併
に
と
も
な
い
、
虎
姫
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
解
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る
。
後
述
す
る
よ
う
に
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
楽
譜
を
作
り
な
が
ら
、
曲
を
覚
え
、
さ

ら
に
楽
譜
を
演
奏
の
実
態
と
合
っ
た
よ
う
に
書
き
換
え
て
い
く
作
業
を
練
習
の
な

か
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。

月
に
二
回
の
練
習
だ
が
、
そ
れ
で
も
全
員
が
揃
う
こ
と
は
難
し
い
。
Ｈ
氏
は
、
で

き
れ
ば
毎
週
練
習
し
て
ほ
し
い
が
、
で
き
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

メ
ン
バ
ー
た
ち
も
Ｈ
氏
が
練
習
量
が
少
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る

が
、
現
在
の
量
で
充
分
と
考
え
て
い
る
。
家
で
練
習
し
て
く
る
こ
と
も
な
い
。
仕

事
や
ほ
か
の
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
な
か
で
続
け
ら
れ
れ
ば
い
い
と
考
え
て
お
り
、

な
に
よ
り
み
ん
な
で
集
ま
る
の
が
楽
し
い
そ
う
だ
。

メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
部
屋
に
入
る
と
き
、
練
習
が
終
っ
た
と
き
に
は
、
正
座
し

て
両
手
を
つ
い
て
Ｈ
氏
に
向
か
っ
て
挨
拶
を
す
る
。
Ｈ
氏
を
「
お
し
し
ょ
う
さ
ん
」

と
呼
び
、
「
芸
事
」
の
師
匠
だ
か
ら
と
い
う
。
ハ
ヤ
シ
は
芸
事
と
し
て
、
音
楽
と
し

て
楽
し
い
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
Ｈ
氏
へ
礼
金
な
ど
は
払
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、

そ
れ
ま
で
は
免
除
し
て
も
ら
っ
て
い
た
会
館
の
使
用
料
を
今
年
（
平
成
二
三
年
）

か
ら
人
数
割
り
し
て
支
払
う
よ
う
に
し
た
。

(2)
楽
器

Ｈ
氏
は
、
全
員
に
ま
ず
笛
を
教
え
た
。
し
か
し
、
最
初
か
ら
息
が
続
か
ず
、
「
で

き
な
い
」
と
い
う
人
が
お
り
、
そ
の
人
が
す
り
鉦
の
担
当
に
な
っ
た
。

太
鼓
は
、
Ｈ
氏
が
叩
い
て
い
る
。
初
め
か
ら
「
叩
き
た
い
」
と
い
う
人
が
い
た
が
、

「
ま
だ
早
い
、
ま
ず
笛
か
ら
」
と
、
Ｈ
氏
は
笛
を
教
え
た
。
Ｈ
氏
は
、
将
来
は
そ
の

人
が
叩
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

メ
ン
バ
ー
は
、
最
初
は
Ｈ
氏
が
渡
し
て
く
れ
た
「
唐
国
囃
子
太
鼓
保
存
会
」
で
購

入
し
た
黒
い
笛
を
使
っ
て
い
た
。
な
か
な
か
音
が
出
ず
、
吹
く
の
が
難
し
か
っ
た

と
い
う
。
長
さ
四
〇
・
五
セ
ン
チ
、
直
径
一
・
五
セ
ン
チ
の
七
ツ
穴
の
笛
。
唄
口
ま

(1)
練
習

社
戯
里
，
Ｓ
は
、
第
二
、
四
月
曜
日
の
一
九
時
半
か
ら
二
一
時
ま
で
唐
国
会
館
で

練
習
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
新
し
い
曲
を
覚
え
る
と
き
に
は
、
「
口
ず
さ
み

を
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
Ｈ
氏
は
い
う
。
口
ず
さ
み
に
よ
っ
て
曲
を
覚
え
、

指
使
い
を
覚
え
れ
ば
、
吹
け
る
よ
う
に
な
る
そ
う
だ
。
口
ず
さ
み
は
、
Ｔ
氏
か
ら

教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
伝
え
て
い
る
。
「
御
遣
り
」
・
「
神
楽
」
・
「
戻
り
山
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
笛
の
音
と
し
て
は
同
じ
音
を
使
う
が
、
「
ウ
ー
ヒ
ョ
ウ
ウ
ヒ
ョ
」
や
「
ヒ
ヨ

ロ
ロ
」
、
「
ヒ
ヤ
チ
ヒ
リ
」
な
ど
、
口
ず
さ
み
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
。
そ
し
て
笛
を

吹
く
と
確
か
に
口
ず
さ
み
の
と
お
り
に
聞
こ
え
る
の
で
「
よ
く
で
き
て
い
る
」
と

Ｈ
氏
は
い
う
。
メ
ン
バ
ー
は
、
長
浜
の
譜
面
（
ド
レ
ミ
）
で
の
教
え
方
を
聞
く
と
、「
そ

う
や
っ
て
教
え
て
欲
し
か
っ
た
」
と
い
う
。
唐
国
の
方
法
で
は
、
曲
が
覚
え
に
く
く
、

音
も
揃
わ
な
い
の
で
大
変
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
「
こ
れ
か
ら
も
こ
の
方
法
で
い
き

ま
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
こ
れ
で
（
口
ず
さ
み
と
指
使
い
の
楽
譜
）
」「
（
そ
れ
が
）

こ
こ
の
や
り
方
」
と
み
な
が
答
え
た
。

平
成
二
三
年
一
二
月
の
練
習
で
は
、
「
御
遣
り
」
・
「
神
楽
」
の
順
で
何
度
か
吹
い

た
あ
と
、
「
戻
り
山
」
を
演
奏
し
た
。
一
曲
を
と
お
し
て
吹
き
、
わ
か
ら
な
い
と
こ

ろ
を
そ
れ
ぞ
れ
が
質
問
し
、
Ｈ
氏
が
何
度
も
吹
い
て
み
せ
る
と
い
う
形
で
練
習
は

進
め
ら
れ
て
い
た
。

「
戻
り
山
」
は
ま
だ
吹
け
な
い
人
が
多
い
。
そ
の
つ
ぎ
は
「
ホ
エ
ン
マ
（
奉
演
間
）
」

を
習
得
す
る
予
定
。
演
奏
す
る
機
会
が
な
い
の
で
「
起
し
太
鼓
」
を
教
え
る
つ
も

り
は
な
い
と
Ｈ
氏
は
い
う
。
起
し
太
鼓
で
演
奏
し
た
曲
は
、「
別
嬪
太
鼓
」と
い
っ
た
。

だ
れ
も
長
浜
曳
山
祭
は
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
祭
り
の
ど
の
よ
う
な
場
面
で
そ

れ
ぞ
れ
の
ハ
ヤ
シ
が
演
奏
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

「
御
遣
り
」
・
「
神
楽
」
を
四
、
五
回
吹
い
た
あ
と
に
は
、
楽
譜
作
り
が
お
こ
な
わ
れ
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Ｈ
氏
の
指
使
い
を
ビ
デ
オ
で
撮
り
、
音
を
カ
セ
ッ
ト
や
Ｃ
Ｄ
、
Ｍ
Ｄ
で
聞
き
な
が
ら
、

笛
の
形
に
書
き
表
し
て
い
っ
た
。
Ｈ
氏
の
指
使
い
が
、
技
巧
な
の
か
、
た
ま
た
ま

そ
う
な
っ
た
の
か
、
「
そ
れ
は
何
で
す
か
？
痙
攣
で
す
か
？
」
と
い
ち
い
ち
質
し
、

「
ピ
ロ
ピ
ロ
」
（
遊
び
の
部
分
）
も
譜
面
に
書
き
加
え
て
い
っ
た
と
い
う
。
Ｈ
氏
は
、

普
段
の
演
奏
で
は
穴
の
開
け
閉
め
の
動
き
は
小
さ
い
方
が
い
い
の
だ
が
、
わ
か
る

よ
う
に
大
き
く
指
を
動
か
し
、
見
せ
る
の
が
大
変
だ
っ
た
と
い
う
。
平
成
二
三
年

一
一
月
に
は
、
「
神
楽
」
が
よ
う
や
く
で
き
上
が
り
、
「
戻
り
山
」
を
作
り
始
め
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
二
月
に
「
御
遣
り
」
の
最
終
版
が
で
き
る
な
ど
、

吹
き
な
が
ら
楽
譜
の
見
直
し
も
な
さ
れ
て
い
る
。

③ 

唐
国
の
譜
面
と
『
長
浜
祭
曳
山
し
ゃ
ぎ
り
』
と
の
比
較　

（「
御
遣
り
」）

表
の
よ
う
に
唐
国
の
「
御
遣
り
（
最
終
版
）
」
の
譜
面
（
以
降
、「
唐
国
」
と
す
る
）

を
囃
子
保
存
会
の
教
本
『
長
浜
祭
曳
山
し
ゃ
ぎ
り
』
（
以
降
「
長
浜
」
と
す
る
）
に

対
応
さ
せ
て
み
た
。

「
長
浜
」
の
五
線
譜
は
、
音
符
を
簡
単
に
表
す
た
め
に
任
意
の
記
号
と
階
名
（
ド

レ
ミ
）
で
表
し
た
。
唐
国
の
譜
面
は
、
口
唱
歌
と
笛
の
押
さ
え
図
だ
け
が
記
さ
れ

た
も
の
だ
が
、
『
長
浜
祭
曳
山
し
ゃ
ぎ
り
』
で
示
さ
れ
て
い
る
音
階
に
基
づ
い
て
対

応
す
る
階
名
（
ド
レ
ミ
）
も
記
し
た
。
［
数
字
］
は
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
加
え

た
も
の
で
あ
る
。

(1)
「
唐
国
」
に
は
あ
る
が
、「
長
浜
」
に
は
な
い
音

１
一
音
で
出
す
音

「
唐
国
」
に
は
あ
る
が
、
「
長
浜
」
に
は
な
い
音
は
、
二
つ
あ
る
（
図
１
）
。
使
わ

れ
る
場
面
は
少
な
く
、
①
は
五
回
、
②
は
三
回
で
あ
る
。
①
の
音
は
、
ミ
の
周
辺

と
思
わ
れ
る
が
、「
長
浜
」
の
楽
譜
に
は
な
い
装
飾
音
と
し
て
（

［2］
、

［16］
）
、
ま
た
「
長

で
は
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
現
在
は
、
囃
子
保
存
会
と
同
じ
笛
を
使
っ
て
い
る
。
黒

い
笛
で
は
音
が
出
し
に
く
い
と
い
う
の
で
、
Ｈ
氏
は
長
浜
で
探
し
て
囃
子
保
存
会

が
仕
入
れ
て
い
る
笛
を
買
っ
て
き
た
。
ま
だ
半
年
ほ
ど
し
か
吹
い
て
い
な
い
が
、

吹
き
や
す
い
と
い
う
。

Ｈ
氏
は
、
昔
、
先
生
の
笛
の
穴
に
合
わ
せ
て
自
作
し
た
笛
を
使
っ
て
い
る
。
七
ツ

穴
の
間
隔
は
、
囃
子
保
存
会
の
笛
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

(3)
楽
譜
の
作
成

Ｈ
氏
は
、
ハ
ヤ
シ
の
練
習
を
再
開
し
た
平
成
初
め
頃
に
「
口
ず
さ
み
」
（
口
唱
歌
）

を
ワ
ー
プ
ロ
で
書
き
表
し
て
み
た
。
Ｔ
氏
か
ら
教
わ
っ
た
と
お
り
か
ど
う
か
、
ほ

か
の
人
に
も
確
認
し
な
が
ら
作
っ
た
。

し
か
し
、
平
成
二
一
年
に
初
心
者
の
女
性
た
ち
に
見
せ
る
と
「
こ
れ
で
は
わ
か
ら

な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
長
浜
の
囃
子
保
存
会
が
作
成
し
た
教
本
の
『
長

浜
祭
曳
山
ば
や
し
』
の
最
初
の
頁
に
あ
っ
た
指
使
い
表
を
参
考
に
し
て
、
笛
の
形

を
並
べ
た
用
紙
を
作
り
、
そ
れ
に
指
の
動
き
を
書
き
入
れ
て
い
っ
た
。
指
使
い
表

に
は
笛
が
横
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
縦
に
な
ら
べ
て
楽
譜
の
よ
う
に
し
た
。
指
を

開
け
た
り
閉
め
た
り
し
て
震
わ
す
音
は
、
す
ぐ
隣
に
穴
の
図
を
た
し
て
、
指
を
開

け
閉
め
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。

ま
ず
Ｈ
氏
は
「
御
遣
り
」
を
作
っ
た
が
、
Ａ
４
の
紙
に
二
段
に
笛
を
並
べ
て
書
い

た
の
で
、
一
曲
分
が
何
枚
に
も
わ
た
り
、
上
下
二
枚
、
横
に
何
枚
も
繋
ぎ
合
わ
せ

た
の
で
巻
物
の
よ
う
に
な
り
、
演
奏
し
な
が
ら
楽
譜
に
沿
っ
て
移
動
し
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
そ
れ
を
縮
小
コ
ピ
ー
に
か
け
、
Ａ
３
一
枚
に

収
め
る
よ
う
に
作
り
な
お
し
た
。
作
り
な
が
ら
確
認
も
し
て
い
き
、
指
の
押
さ
え
、

「
う
ー
ひ
ょ
う
」
の
言
葉
な
ど
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

二
曲
目
と
な
る
「
神
楽
」
の
楽
譜
は
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
作
っ
た
。
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書
い
て
い
る
。

口
唱
歌
の
み
の
譜
面
も
あ
る
が
、
現
在
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
口
ず
さ
む
た
め

の
覚
え
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
音
を
乗
せ
た
口
伝
え
で
教
わ
り
、
口
伝
え
で
覚
え

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
口
唱
歌
の
譜
面
の
一
部
分
を
質
問
し
て
も
最
初
か
ら
歌
わ

な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
、
メ
ン
バ
ー
は
言
う
。

「
ウ
」
「
ヒ
ョ
」
な
ど
の
こ
と
ば
は
、
音
階
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
リ
ズ
ム
を

表
し
て
い
る
。
た
だ
、
基
本
の
音
と
リ
ズ
ム
は
関
係
し
て
い
る
た
め
、
結
果
的
に

低
い
ミ
が
「
ウ
」
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
「
チ
」
は
高
い
ド
や
ミ
で
あ
る
、

な
ど
あ
る
程
度
の
対
応
は
あ
る
。
「
ヒ
ャ
ラ
ラ
ウ
」
な
ど
、
楽
譜
で
は
示
し
に
く
い

リ
ズ
ム
の
あ
や
の
部
分
ま
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

書
き
出
し
た
も
の
は
、
Ｈ
氏
が
覚
え
た
ま
ま
を
書
い
た
の
で
装
飾
音
な
ど
も
入
っ

て
い
る
が
、
譜
面
を
作
る
と
き
に
は
落
と
さ
れ
て
い
る
。
（
た
と
え
ば
、
出
だ
し
の

一
節
は
「
ウ
ー
ヒ
ョ
、
ヒ
ョ
ウ
、
ヒ
ョ
、
ヒ
ョ
ウ
、
ヒ
ョ
ー
、
ヒ
ヨ
」
と
書
か
れ

て
い
る
が
、
最
後
の
「
ヒ
ヨ
」
は
飾
り
な
の
で
、
譜
面
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
）

ま
た
、
「
ヒ
ヤ
」
と
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、
「
ヒ
ャ
ン
」
と
書
き
か
え
ら
れ
る
な
ど
、

Ｈ
氏
の
演
奏
や
口
唱
歌
の
聞
こ
え
方
を
反
映
さ
せ
て
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
よ
っ
て

譜
面
が
更
新
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。

浜
」
の
レ
に
対
応
す
る
音
と
し
て
（

［6］
、

［12］
、

［15］
）
使
わ
れ
て
い
る
。
②
は
、
ラ

に
装
飾
を
つ
け
て
吹
く
音
（
図
２
）
の
後
に
す
べ
て
置
か
れ
て
い
る
。

２
装
飾
音

「
ヒ
ャ
ラ
ラ
」
な
ど
と
口
唱
歌
で
表
現
さ
れ
る
装
飾
音
は
、
「
長
浜
」
に
あ
る
音
階

か
ら
指
を
開
け
閉
め
し
て
音
を
出
す
た
め
、
「
長
浜
」
ど
お
り
に
単
音
で
吹
く
場
合

と
は
異
な
る
音
と
な
る
。

長
浜
で
も
楽
譜
ど
お
り
で
は
な
く
、
遊
び
を
入
れ
て
吹
く
こ
と
は
あ
る
。
た
だ
、

そ
れ
は
個
人
の
裁
量
に
よ
り
、
み
な
で
揃
っ
て
装
飾
音
を
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。

(2)
楽
譜
の
上
で
の
「
長
浜
」
と
は
異
な
る
表
現

１
「
唐
国
」
は
「
長
浜
」
よ
り
多
く
の
音
を
使
う

「
唐
国
」
は
装
飾
音
が
譜
面
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
単
音
の
み
の
「
長
浜
」
よ
り

多
く
の
音
が
譜
面
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
音
に
対
し
て
音
を
一
度
振
る
わ
せ
る
場

合
（

［1］
の
ソ
な
ど
）
、
一
音
に
対
し
て
何
度
も
音
を
振
る
わ
せ
る
場
合
（

［3］
の
後
半

な
ど
）
、
そ
し
て
「
長
浜
」
で
は
、
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
音
を
入
れ
る
場
合
（

［5］
の

始
ま
り
な
ど
）
と
が
あ
る
。

２
「
長
浜
」
と
は
リ
ズ
ム
や
音
階
が
異
な
る

「
長
浜
」
で
は
[1]
、
[2]
は
、
繰
り
返
し
だ
が
、「
唐
国
」
で
は
、リ
ズ
ム
も
音
階
も
変
わ
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
当
然
、
口
唱
歌
も
「
ウ 

ヒ
ョ 

ヒ
ョ 

ウ 

ヒ
ョ 

ヒ
ョ 

ウ
ー 

ヒ
ョ
」
と
、「
ウ 

ヒ
ョ 

ヒ
ョ 

ウ 

ヒ
ョ 

ヒ 

ヨ 

ウ
ー 

ヒ
ョ
」
と
異
な
っ
て
い
る
（
図

３
、
図
４
）
。

音
階
が
変
わ
る
場
合
も
あ
り
、
図
５
の
よ
う
に
「
長
浜
」
の
ラ
に
対
し
て
は
、「
唐

国
」
で
は
ソ
が
対
応
す
る
場
合
が
多
い
（
他
に
も
[7]
、
[8]
、
[9]
、
[10]
な
ど
）
。

(3)
口
唱
歌

「
唐
国
」
は
、
笛
の
形
で
指
の
押
さ
え
方
を
示
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
口
唱
歌
を

①

○ 

● 

○ 

● 

● 

● 
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②

● 

● 

○ 
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図２ ①
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● 

● 

○ 

● 

○ 

○ 

○ 

図１ 

●  
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●  

○  

○  
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図２ 

図１

図２
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[12] ●- ●-
ラ ラ

ヒャ ラ ラ ラ
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

○ ● ○ ● ○ ● ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

（ラ） （ソ） （ソ） （ソ）

ウ ヒョ ヒョ ウ ヒョ ヒョ ウー ヒョ ウ ヒョ ヒョ ウ ヒョ ヒ ヨ ウー ヒョ

● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○

● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●

（ミ） （ソ） （ソ） （ミ） （レ） （レ） （ド） （レ） （ミ） （ソ） （ソ） （ミ） （レ） （？） （レ） （ド） （レ）

「長浜」

図３

図４

「唐国」

図５

囃子（唐国）  唐国練習 H 氏が太鼓を叩き、生徒が笛を吹く（平
成 23 年 10 月 24 日 20:10 撮影）

囃子（唐国）  A4 用紙をつなげた紙に、笛を並べて描いた楽
譜（平成 23 年 10 月 24 日 20:27 撮影）

囃子（唐国）  A4 用紙をつなげた楽譜を A3 用紙にまとめたも
の（平成 23 年 10 月 24 日 20:58 撮影）

囃子（唐国）  唐国譜面作り。生徒がＨ氏の指使いを見て楽譜
を作る（平成 23 年 11 月 24 日 19:54 撮影）
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別表　１

[1] ▽ [2] ▽
「長浜」音符 ● ● ●- ●- ●●- ●- ● ○ ● ● ●- ●- ●●- ●- ● ○
「長浜」階名 ミ ソ ソ ミ レ レ ド レ ミ ソ ソ ミ レ レ ド レ

「唐国」口唱歌 ウ ヒョ ヒョ ウ ヒョ ヒョ ウー ヒョ ウ ヒョ ヒョ ウ ヒョ ヒ ヨ ウー ヒョ ○ 二分音符
● 四分音符

「唐国」笛の図 ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●- 八分音符
● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ●●- 付点四分音符
● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ③③③三連音符
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●
● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●

（ミ） （ソ） （ソ） （ミ） （レ） （レ） （ド） （レ） （ミ） （ソ） （ソ） （ミ） （レ） （？） （レ） （ド） （レ）

[3] ▽ [4] ▽
● ●●- ●- ● ●- ●- ○ ●●- ●- ● ●- ●- ● ●- ●- ● ○
ラ ラ ソ ラ ラ ソ ミ ソ ミ ラ ド ド ラ ラ ソ ミ レ

ヒョー ヒャー ウ ヒャン ヒヤ ラ ラ ラ ウ ヒョー ウ ヒャン ヒ ヒ ヒャン ヒャ ラ ラ ラ ウ ヒヨ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○
● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

（ソ） （ラ） （ソ） （ラ） （？） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ミ） （ソ） （ミ） （ラ） （？） （ド） （ド） （ラ） （？） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ミ） （レ）

[5] ▽ [6] ｆ ▽ [7] ▽
● ● ● ● ● ● ●- ●- ●●- ●- ● ●- ●- ● ● ●
ミ ソ ラ ミ ミ レ レ ド ソ ド ラ ラ ラ ソ ソ ソ

ヒョ ウ ヒョー ヒャー チー チ ヒョ ヒ リ ヒャ ヒ ヒ ヒャ ラ ラ ラ ウ ヒョー ヒョー ヒョー

● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ●
○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

（ソ） （ミ） （ソ） （ラ） （ミ） （ミ） （レ） （？） （ド） （ソ） （ド） （ド） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ミ） （ソ） （ソ） （ソ）

[8] ▽ [9]
● ● ● ● ● ●-●- ● ● ● ●- ●- ● ③ ③ ③ ●●- ●- ● ○
ド レ ミ レ ド レ ド ソ ラ ド ラ ソ ラ ラ ソ ミ レ レ ド レ

チー ヒー ヒー ヒョ ヒョ ウー ヒ ヨ ヒヤ ラ ラ ラ ヒ ヒ ヒャ ラ ラ 　 ラ ウ ヒャ ウ ヒョー ヒョ ウ ヒョ

● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ●
● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ●

（ド） （レ） （？） （ミ） （ド） （ド） （ド） （ソ） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ド） （ド） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ミ） （ソ） （ミ） （レ） （レ） （ド） （レ）

[10] ▽ [11] ▽
● ● ●- ●- ● ●- ●- ● ③ ③ ③ ● 休 ●●- ●- ●○
ソ ソ ラ ラ ド ラ ソ ラ ラ ソ ミ レ レ ド レ

ヒョ ヒョ ヒャ ラ ラ ラ ヒ ヒ ヒャ ウ ヒャ ラ ラ ウ ヒョ ヒョー ヒョー ウ ヒョ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ●
● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○
● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

（ソ） （ソ） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ド） （ド） （ラ） （ソ） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （レ） （レ） （レ） （ド） （レ）

笛の図から階名
をあてはめると

[12] ▽ [13] ▽
●- ●- ●● ●- ●- ●- ●- ●● ○ ●● ●
ラ ラ ド レ ド ラ ラ ド ド ド ド

ヒャ ラ ラ ラ チ ヒ ウ ヒャ ラ ラ ラ チー ヒ ヒ ヒ ヒ ヒ

● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○
● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

（ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ド） （？） （ド） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ド） （ド） （ド） （ド） （ド） （ド）

[14] ▽ 15 ▽ [15] ▽ [16] ▽
● ● ●●- ●- ● ● ●- ●- ●- ●- ●● ○ ●● ●
ド ド レ ド レ レ レ ド ラ ラ ド ド ド ド

チ チ ヒ ヒ ヨ ヒ ヒ ヒ ウ ヒャ ラ ラ ラ チー ヒー ヒ ヒ ヒ ヒ

● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

（ド） （ド） （レ） （レ） （ド） （レ） （レ） （？） （ド） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ド） （ド） （ド） （ド） （ド） （ド）

[17] ▽ [18 ff　▽ [19] ▽
● ● ●- ●- ● ●- ●- ● ● 休 ● 休 ● ● ● ● ● ● ● ●
ド ミ レ レ ド レ ド レ レ ミ ミ ミ ミ ミ ミ ミ ミ ミ

そりゃ
チ ヒョ リ ヒョ ヒョ ウ ヒ ヨ ヒ ヒ チ チ チ チ チ チ チ チ チ

● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（ド） （？） （ミ） （レ） （レ） （ド） （レ） （ド） （レ） （レ） （ミ） （ミ） （ミ） （ミ） （ミ） （ミ） （ミ） （ミ） （ミ）

[20] ▽ [21 f ▽ [22] ▽
●- ●- ●- ●- ● 休 ● ● ●- ●- ● ● ● ●- ●- ● ● ●-●-● ●-●-● ●-●- ● ●
レ レ ド ド レ ミ ミ レ レ ド ミ ミ レ レ ド ド レ レ ド レ ド ラ ラ ソ ミ レ

ヒョ ヒョ ウ ヒョ チ チ ヒョ ヒョ ウ チ チ ヒョ ヒョ ウ ヒ ヒョ ヒャ ラ ラ ウ ヒョ

● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○
○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○
● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

（レ） （レ） （ド） （レ） （ミ） （ミ） （レ） （レ） （ド） （ミ） （ミ） （レ） （レ） （ド） （レ） （ソ） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （レ）

[23] ▽ [24]
休 ● ● ●- ●- ● ●- ●- ● ③ ③ ③ ● 休 ●●- ●- ○

ソ ソ ラ ラ ド ラ ソ ラ ラ ソ ミ レ レ　　　 ド レ

ヒョー ヒョー ヒャ ラ ラ ラ ヒ ヒ ヒャ ウ ヒャ ラ ラ ラ ウ ヒョ ヒョ ヒョ ウ ヒョー

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○
● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○
● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

（ソ） （ソ） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ド） （ド） （ラ） （ソ） （ラ） （ソ） （ソ） （ソ） （ミ） （レ） （レ） （レ） （ド） （レ）

長浜曳山祭囃子保存会の「御遣り」と唐国の「御遣り」の譜面比較


