
̶ 武満徹 - 懐古を超える響として ̶ 
Bob Dylan の同時代性と共に | 雅楽と舞の秋庭歌一具

　
武
満
徹 - 

懐
古
を
超
え
る
響
と
し
て 

 

《Bob Dylan 

の
同
時
代
性
と
共
に
》 

　
武
満
徹
没
後
二
十
年
の
演
奏 

　
武
満
徹
（1

9
3
0
-1

9
9
6

）
の
没
後
二
十
年
に
あ
た
る
今
年
、
「
武
満
徹
」

の
名
を
冠
し
た
複
数
の
演
奏
会
が
企
画
・
公
演
さ
れ
て
い
る
。
没
後
十
年

に
あ
た
る2006

年
当
時
も
同
様
に
複
数
の
演
奏
会
が
企
画
・
公
演
さ

れ
、
私
も
幾
つ
か
の
演
奏
会
を
聴
い
た
が
、
没
後
二
十
年
の
今
年
も
幾
つ

か
演
奏
会
を
聴
く
こ
と
に
し
て
い
る
。 

　
こ
れ
ま
で
に
聴
い
た
の
は
、
六
月
二
十
五
日
の
ト
ッ
パ
ン
ホー

ル
で
の

『
ウ
ォー

ター

　
リ
ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
と
題
し
て
器
楽
曲
を
主
と
す
る

演
奏
会
、
及
び
、
十
月
一
三
日
の
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
コ
ン
サー
ト
ホー

ル
で
の
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ
ン
サー

ト
』
と
題
し
て
オ
リ
ヴ
ァー
・

ナ
ッ
セ
ン
指
揮
に
よ
る
管
弦
楽
曲
を
主
と
す
る
演
奏
会
の
二
つ
で
あ
る
。 

　
こ
の
二
つ
の
演
奏
会
を
聴
く
と
、
没
後
十
年
の2006

年
当
時
の
演
奏

会
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
感
慨
を
抱
き
、
こ
の
差
異
の
よ
う
な
も
の
が
、

演
奏
者
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
没
後
十
年
と
二
十

年
の
時
代
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。 

　
そ
の
十
年
間
の
差
異
の
感
覚
と
は
、
簡
潔
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
演
奏

さ
れ
る
武
満
徹
の
音
律
が
持
つ
切
迫
性
の
強
弱
と
し
て
、
そ
の
音
律
を
奏

す
る
者
と
聴
く
者
の
衝
動
性
の
深
浅
と
し
て
、
時
代
の
流
れ
と
し
て
私
に

感
受
さ
れ
始
め
た
も
の
だ
。
こ
う
し
た
切
迫
性
の
強
弱
や
衝
動
性
の
深
浅

の
差
異
に
つ
い
て
、
武
満
徹
に
よ
る
楽
曲
の
〝
時
代
性
〞
と
し
て
片
付
け

る
こ
と
は
容
易
だ
。
し
か
し
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。 

　
つ
ま
り
、
こ
の
差
異
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
武
満
徹
の
楽
曲
自
体
の

〝
時
代
性
〞
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
演
奏
す
る
側
や
聴
く
側
の
〝
時

代
性
〞
の
問
題
と
し
て
考
え
た
方
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
心
魂
と
行

為
の
在
り
方
や
行
く
末
に
沿
う
も
の
と
思
え
る
の
だ
。 

　
そ
れ
は
、
先
の
没
後
二
十
年
の
二
つ
の
演
奏
会
だ
け
で
も
、
私
と
し
て

は
、
演
奏
者
や
そ
の
演
奏
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
音
律
が
奏
で
る
切

迫
性
の
強
弱
や
衝
動
性
の
深
浅
の
差
異
を
聴
く
か
ら
だ
。 

　
ト
ッ
パ
ン
ホー

ル
で
の
『
ウ
ォー

ター

　
リ
ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
の
演

奏
曲
は ̶

 

雨
の
樹/

ブ
ラ
イ
ス/

雨
の
呪
文/

ウ
ォー

ター

ウ
ェ
イ
ズ/

エ

ク
リ
プ
ス/

オ
リ
オ
ン/

閉
じ
た
眼/

ビ
ト
ゥ
イー

ン
・
タ
イ
ズ ̶

 

と
い
う

こ
と
で
、
武
満
徹
の
器
楽
曲
を
好
む
私
向
き
の
選
曲
で
あ
っ
た
。 

　
し
か
し
、
な
ぜ
か
し
ら
演
奏
後
の
印
象
が
全
体
的
に
弱
く
薄
い
。
ど
う

や
ら
、
『
ウ
ォー

ター

　
リ
ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
と
題
し
た
統
一
的
な
コ
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ン
セ
プ
ト
を
設
定
し
た
コ
ン
サー

ト
で
あ
り
な
が
ら
、
各
楽
曲
の
演
奏
者

に
よ
る
武
満
徹
作
品
へ
の
接
し
方
・
迫
り
方
に
差
異
が
あ
り
、
コ
ン
サー

ト
全
体
と
し
て
の
音
の
響
き
が
立
ち
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

　
結
果
と
し
て
、
こ
の
『
ウ
ォー

ター

　
リ
ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
と
題
す

る
コ
ン
サー

ト
は
、
私
に
と
っ
て
武
満
徹
作
品
の
〝
懐
古
〞
コ
ン
サー

ト

で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
聴
き
手
の
私
の
方
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
﹇
註
１
﹈
、
没
後
二
十
年
と
な
る
こ
の
今
、
幾
人
も
の
器
楽
奏

者
が ̶

 

単
な
る
〝
懐
古
〞
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
武
満
徹
作
品
に
対
し

て
、
今
日
的
な
切
迫
性
と
衝
動
性
を
有
す
る
音
楽
表
現
を
共
々
に
追
求
す

る
こ
と ̶

 

の
困
難
さ
に
思
い
至
っ
た
。 

﹇
註
１
﹈
こ
の
『
ウ
ォー

ター

　
リ
ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
公
演
は
、
予
定
さ
れ

て
い
た
開
場
時
刻
が
大
幅
に
遅
延
。
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
遅
延
理
由
や
開
演
時
刻
の
変
更
等
に
つ
い
て
何
ら
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
無

く
、
開
演
を
前
に
し
て
私
は
い
さ
さ
か
当
惑
を
感
じ
た
。
ま
た
、
広
告
チ
ラ
シ

の
よ
う
な
出
来
の
コ
ン
サー

ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
？
を
有
料
（
一
部 300
円 
）
と

し
た
こ
と
に
も
少
な
か
ら
ず
驚
い
た
。 

　
こ
う
し
た
対
応
や
運
営
の
仕
方
は
、
音
楽
コ
ン
サー

ト
と
し
て
の
文
化
的
内

実
を
軽
視
し
て
い
る
よ
う
で
い
さ
さ
か
情
け
な
か
っ
た
。
こ
の
コ
ン
サー

ト
の

企
画
制
作
は
ト
ッ
パ
ン
ホー

ル
自
体
で
は
な
い
外
部
団
体
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
実
務
的
な
運
営
の
拙
さ
が
当
日
の
私
の
聴
き
方
を
散
漫
な
も
の
に
し
て

し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

　
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
コ
ン
サー

ト
ホー

ル
で
の
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ

ン
サー

ト
』
で
の
演
奏
曲
は ̶

 

地
平
線
の
ドー

リ
ア/

環
礁/

テ
ク
ス

チ
ュ
ア
ズ/

グ
リー

ン/

夢
の
引
用 ̶

 

と
い
う
こ
と
で
、
指
揮
者
は
オ
リ

ヴ
ァー

・
ナ
ッ
セ
ン
で
あ
る
。 

　
こ
の
管
弦
楽
曲
に
よ
る
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ
ン
サー

ト
』
で
は
、
器

楽
曲
に
よ
る
『
ウ
ォー

ター

　
リ
ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
と
は
異
な
る
印
象

を
抱
い
た
。
そ
れ
は
、
武
満
徹
の
管
弦
楽
曲
と
器
楽
曲
と
の
相
違
と
し
て

で
は
な
く
、
武
満
徹
の
楽
友
と
も
言
え
る
オ
リ
ヴ
ァー

・
ナ
ッ
セ
ン
と
い

う
統
括
的
な
指
揮
者
の
存
在
に
依
拠
す
る
よ
う
に
思
え
る
。 

　
こ
の
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ
ン
サー

ト
』
で
は
、
『
ウ
ォー

ター

　
リ

ン
ク
　
コ
ス
モ
ス
』
の
よ
う
に
統
一
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
題
す
る
こ
と
は

な
く
と
も
、
オ
リ
ヴ
ァー

・
ナ
ッ
セ
ン
と
い
う
指
揮
者
に
よ
る
武
満
徹
作

品
へ
の
今
日
的
な
接
し
方
・
迫
り
方
を
垣
間
見
た
の
だ
。
と
は
い
え
、
今

回
の
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ
ン
サー

ト
』
で
の
東
京
フ
ィ
ル
ハー

モ
ニー

交
響
楽
団
の
演
奏
は
、
総
じ
て
や
や
荒
削
り
な
印
象
で
音
の
バ
ラ
ン
ス
や

統
一
感
が
や
や
物
足
り
な
く
聴
こ
え
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
﹇
註
２
﹈ 

　
﹇
註
２
﹈
こ
の
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ
ン
サー

ト
』
に
お
け
る
私
の
座
席
位

置
は
前
列
二
列
目
の
正
面
や
や
右
側
で
、
演
奏
者
の
表
情
や
所
作
は
よ
く
見
え

て
興
味
深
か
っ
た
が
、
音
源
に
近
す
ぎ
て
音
響
的
に
も
や
や
荒
々
し
く
不
統
一
な

響
き
を
乗
じ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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例
え
ば
、
コ
ン
サー

ト
最
終
曲
目
の
「
夢
の
引
用
」
で
は
、
そ
の
共
通

理
解
を
得
や
す
い
曲
想
と
二
人
の
ピ
ア
ノ
奏
者
（
高
橋
悠
治
と
ジ
ュ
リ

ア
・
スー
）
の
存
在
に
も
助
け
ら
れ
て
、
音
の
バ
ラ
ン
ス
や
統
一
性
を
取

り
戻
し
た
感
が
あ
っ
た
が
、
第
二
部
冒
頭
で
演
奏
さ
れ
た
「
テ
ク
ス
チ
ュ

ア
ズ
」
（
ピ
ア
ノ
演
奏
は
高
橋
悠
治
）
は
、
や
や
曲
想
が
複
雑
で
個
々
の

演
奏
者
の
共
通
理
解
を
得
難
い
た
め
か
、
音
だ
け
が
先
走
っ
て
有
機
的
な

音
律
と
し
て
の
統
一
的
な
質
感
や
肌
理
に
ま
で
織
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

　
私
は
、
武
満
徹
没
後
十
年
の2006
年
五
月
、
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
コ

ン
サー

ト
ホー

ル
に
お
け
る
『
武
満
徹
の
宇
宙
』
と
題
し
た
オー

ケ
ス
ト

ラ
・
コ
ン
サー

ト
で
、
同
じ
よ
う
に
東
京
フ
ィ
ル
ハー

モ
ニー

交
響
楽
団

と
高
橋
悠
治
に
よ
る
武
満
徹
の
「
ア
ス
テ
リ
ズ
ム
」
を
聴
い
て
い
る
（
指

揮
は
高
関
健
）
。 

　
そ
の
演
奏
の
印
象
は
今
で
も
残
っ
て
い
る
が
、
「
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ズ
」

と
「
ア
ス
テ
リ
ズ
ム
」
の
曲
想
は
違
う
に
し
て
も ̶

 

同
じ
く
〈
ピ
ア
ノ

と
オー

ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
〉
曲
だ
が
、
端
的
な
相
違
と
し
て
、
「
ア
ス

テ
リ
ズ
ム
」
の
ピ
ア
ノ
パー

ト
の
方
が
音
群
と
し
て
際
立
ち
主
導
的
な
音

律
を
担
う
曲
想 ̶

 

ピ
ア
ノ
の
高
橋
悠
治
を
含
め
て
、
も
っ
と
溌
溂
と
し

た
緊
張
感
の
あ
る
響
き
が
聴
け
た
よ
う
に
思
う
。
﹇
註
３
﹈ 

﹇
註
３
﹈
こ
の
演
奏
は
、
当
時
の
コ
ン
サー

ト
全
体
を
録
音
し
たCD

『
武
満
徹

の
宇
宙
』
（
フ
ォ
ン
テ
ッ
ク
）
で
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

　
こ
こ
で
や
は
り
、
武
満
徹
を
〝
懐
古
〞
し
つ
つ
、
没
後
十
年
と
没
後
二

十
年
の
〝
今
〞
に
お
け
る
演
奏
に
お
い
て
生
ず
る
差
異
を
思
う
。
十
年
と

い
う
経
過
は
、
演
奏
す
る
側
や
私
た
ち
聴
く
側
に
と
っ
て
、
〝
懐
古
〞
だ

け
を
肥
大
化
さ
せ
て
し
ま
い
、
こ
の
〝
今
〞
に
お
い
て
武
満
徹
を
演
奏
し

聴
く
こ
と
の
意
味
を
風
化
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

　
も
っ
と
も
、
今
回
の
『
オー

ケ
ス
ト
ラ
・
コ
ン
サー

ト
』
に
お
け
る

「
環
礁
」
は
、
緊
張
と
集
中
と
統
一
の
あ
る
演
奏
で
、
﹇Poem

 Ⅰ

﹈

﹇Poem
 Ⅱ

﹈
と
し
て
曲
中
に
添
え
ら
れ
て
い
る
大
岡
信
の
詩
﹇
註
４
﹈

に
も
触
発
さ
れ
た
私
に
は
、
〈
地
球
創
世
記
〉
の
不
可
視
の
イ
メー

ジ
が

立
ち
現
れ
て
き
た
。 

　
そ
れ
は
、
ソ
プ
ラ
ノ
を
歌
っ
た
ク
レ
ア
・
ブー

ス —
 

私
に
は
未
知
の
ソ

プ
ラ
ノ
歌
手 —

 

の
力
に
負
う
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
今
回
が

初
来
日
の
ク
レ
ア
・
ブー

ス
に
と
っ
て
は
、
日
本
語
に
よ
る
詩
を
歌
う
の

は
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
瞬
発
力
あ
る
発
声
と
緊
張
を
持
続
さ
せ

る
ブ
レ
ス
は
、
「
環
礁
」
に
示
さ
れ
て
い
る
武
満
徹
の
音
律
に
寄
り
添
い

な
が
ら
、
こ
の
〝
今
〞
に
お
い
て
、
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
の
意
味
を
感

受
さ
せ
て
く
れ
た
。 
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﹇
註
４
﹈
こ
の
詩
を
コ
ン
サー

ト
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
引
用
す
る
と ̶

 
﹇Poem

 Ⅰ

﹈ 
唇
と
唇
が
つ
く
る
地
平
線
に 

て
の
ひ
ら
の
熱
い
こ
と
ば
に
　
　 

か
ら
だ
と
か
ら
だ
の
噴
火
口
に 

ひ
と
は
埋
め
る 

い
の
ち
と
死
が
だ
き
あ
っ
て
い
る 

魂
の
シ
ャ
ム
双
生
児
を 

一
〇
月
の
澄
ん
だ
空
気
に 

い
の
ち
の
流
れ
は
死
の
湖
の 

な
め
ら
か
な
皮
膚
と
な
り 

人
間
は
ひ
と
り
ひ
と
り 

鏡
を
心
臓
に
も
っ
た 

夜
に
な
る 

太
陽 

空
に
は
り
つ
け
ら
れ
た 

球
根 

﹇Poem
 Ⅱ

﹈ 

鳥 こ
こ
ろ
の
火
山
弾 

風
の
屋
根
を
突
き
抜
け
る
秋
の
瞳 

樹 地
球
の
奥
の
燃
え
る
髪
の
毛 

恋
す
る
人
の
溶
け
る
指
さ
き 

街 食
い
ち
ら
さ
れ
た
神
の
食
卓 

か
く
れ
る
沈
黙 

人
は
沈
む 

深
い
眠
り
の
ト
ン
ネ
ル
を 

花
び
ら
の
よ
う
に
乱
れ
て
流
れ
て 

あ
あ
　
で
も
わ
た
し
は
ひ
と
つ
の
島 

太
陽
が
貝
の
森
に
射
し
こ
む
と
き 

わ
た
し
は
透
明
な
環
礁
に
な
る 

泡
だ
つ
愛
の
紋
章
に
な
る 

　Bob Dylan

の
ノー

ベ
ル
文
学
賞 

　
数
日
前
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
（B

o
b

 D
ylan

/1
9
4
1
- /

ア
メ
リ
カ
・
ミ
ネ
ソ

タ
州
出
身
）
が
ノー

ベ
ル
文
学
賞
と
の
報
道
に
接
し
た
。
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ

ン
が
果
た
し
て
き
た
社
会
的
な
影
響
力
も
鑑
み
て
、
同
様
に
し
て
、
大
き

な
社
会
的
影
響
力
の
発
動
と
し
て
ノー

ベ
ル
文
学
賞
が
彼
に
与
え
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
。 
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し
か
し
、
彼
の
「Blowin' in the W

ind

（
風
に
吹
か
れ
て
）
」
等
を

歌
い
た
い
が
為
に
フ
ォー

ク
ギ
ター

を
手
に
し
た
「
新
宿
西
口
地
下
広
場

世
代
」
の
私
に
は
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
と
い
う
当
時
の
〝
反
体
制
的
〞
な

時
代
精
神
を
象
徴
す
る
よ
う
な
存
在
と
社
会
的
・
権
威
的
評
価
の
頂
点 

—
 

〝
反
体
制
的
〞
な
志
向
を
示
す
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も —

 

の
よ
う
な
ノー

ベ
ル
賞
と
の
違
和
感
は
ど
う
に
も
払
拭
で
き
な
い
で
い
る
。 

　
「
ミ
ュー

ジ
シ
ャ
ン
に
文
学
賞
」
と
い
う
こ
と
が
話
題
（
問
題
？
）
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は —

 1
9
8
0

年
の
ス
タ
ジ
オ
録
音
ア
ル
バ
ム

『S
aved

』
あ
た
り
を
最
後
に
長
い
こ
と
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
の
新
作
を
聴
い
て
い

な
い
に
し
て
も —

 

彼
の
紡
ぎ
出
す
歌
詞
を
文
学
的
な
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い

は
、
朗
唱
さ
れ
た
口
承
詩
と
し
て
読
ん
で
い
た
私
に
は
、
つ
ま
ら
ぬ
ジ
ャ

ン
ル
分
け
に
拘
ら
な
い
「
粋
な
計
ら
い
」
だ
と
思
え
る
。 

　
と
は
言
え ̶

 1960

年
代
の
「Blowin' in the W

ind
（
風
に
吹
か
れ

て
）
」
「A H

ard Rain's a-Gonna Fall

（
は
げ
し
い
雨
が
降
る
）
」
等

やThe Band

（
ザ
・
バ
ン
ド
）
と
の
共
演 ̶

 

と
い
う
守
旧
的
イ
メー
ジ

か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
私
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
、
彼
の
ノー

ベ
ル
文
学
賞

受
賞
に
対
す
る
無
邪
気
な
賞
賛
に
は
、
こ
の
〝
今
〞
に
お
け
る
表
現
行
為

の
あ
り
方
に
つ
い
て
無
頓
着
な
ま
ま
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
と
い
う
存
在
に

〝
懐
古
〞
（
＝
癒
着
）
し
て
い
く
様
が
見
え
隠
れ
し
て
、
ど
う
に
も
落
ち

着
か
な
い
。 

　
今
の
時
点
、
ノー

ベ
ル
賞
事
務
局
は
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
と
の
直
接
的
な

コ
ン
タ
ク
ト
を
取
れ
な
い
状
態
で
あ
り
、
ま
た
、
受
賞
決
定
後
の
ラ
イ
ブ

会
場
に
お
い
て
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
は
自
ら
の
ノー

ベ
ル
文
学
賞
受
賞
に

つ
い
て
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
と
の
報
道
。
こ
の
こ
と
を
聞
き
、
私
は
少

し
ほ
っ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
が
続
く
よ
う
な
ら
、
ボ
ブ
・
デ
ィ

ラ
ン
の
フ
ァ
ン
（
だ
っ
た
者
）
は
、
今
一
度
、
目
を
覚
ま
す
の
で
は
な
い

か
と ̶

 

私
も
含
め
て
。 

̶
2016.10.18 

記
（2020. 2. 

修
正
）̶

 

　
《
雅
楽
と
舞
の
秋
庭
歌
一
具
》 

　
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
コ
ン
サー

ト
ホー

ル
で
今
年
十
一
月
三
十
日
に
行

わ
れ
た
雅
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
伶
楽
舎
（
音
楽
監
督:

芝
祐
靖
）
に
よ
る

武
満
徹
の
雅
楽
曲
【
秋
庭
歌
一
具
】
は
、
私
に
と
っ
て
今
年
一
番
の
演
奏

会
と
言
え
る
。
伶
楽
舎
に
よ
る
【
秋
庭
歌
一
具
】
は
、
武
満
徹
没
後
十
年

に
あ
た
る2006

年
七
月
、
明
治
神
宮
内
苑
に
お
け
る
野
外
演
奏
を
聴
い
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̶ 武満徹 - 懐古を超える響として ̶ 
Bob Dylan の同時代性と共に | 雅楽と舞の秋庭歌一具

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
も
、
演
奏
者
の
配
置
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ

り
、
現
代
的
な
雅
楽
と
し
て
の
【
秋
庭
歌
一
具
】
の
響
き
を
月
夜
の
空
間

に
見
事
に
響
か
せ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。 

　
今
回
の
演
奏
会
は
、
第
一
部
が
芝
祐
靖
の
復
曲
・
構
成
に
よ
る
【
露
台

乱
舞
】
（
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
奏
さ
れ
て
い
た
と
い
う
雅

楽
）
、
第
二
部
が
武
満
徹
の
【
秋
庭
歌
一
具
】
。 

　
第
一
部
の
【
露
台
乱
舞
】
に
関
し
て
は
、
雅
楽
そ
の
も
の
に
縁
遠
い
私

は̶
 

当
時
の
雅
楽
の
あ
り
様
を
垣
間
見
る
よ
う
で
興
味
深
く
聴
け
た ̶

 

く
ら
い
の
こ
と
し
か
語
り
よ
う
が
な
い
が
、
第
二
部
の
【
秋
庭
歌
一
具
】

は
、
雅
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
し
て
一
時
も
弛
緩
す
る
こ
と
の
な
い
緊
張
と

集
中
を
保
ち
な
が
ら
、
こ
の
〝
今
〞
に
お
け
る
武
満
徹
な
ら
で
は
の
楽
曲

を
響
か
せ
て
い
た
。 

　
こ
の
演
奏
会
の
【
秋
庭
歌
一
具
】
は
、
勅
使
川
原
三
郎
と
伊
東
利
穂
子

と
い
う
二
人
の
ダ
ン
サー

に
よ
る
舞
（
ダ
ン
ス
）
を
伴
っ
て
い
た
が
、
こ

う
し
た
コ
ラ
ボ
レー

シ
ョ
ン
の
試
み
の
多
く
は
、
個
々
の
表
現
が
有
す
る

本
来
の
意
味
や
質
を
拡
散
さ
せ
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。 

　
し
か
し
、
こ
こ
で
の
伶
楽
舎
に
よ
る
演
奏
と
勅
使
川
原
三
郎
・
伊
東
利

穂
子
に
よ
る
舞
は
、
個
々
の
表
現
が
互
い
に
浸
透
・
共
鳴
し
な
が
ら
、
【
秋

庭
歌
一
具
】
と
い
う
楽
曲
が
有
す
る ̶

 

濃
密
で
引
き
締
ま
っ
た
豊
か
な

空
間
性
、
そ
し
て
、
こ
の
〝
今
〞
の
ま
ま
に
過
去
と
未
来
が
顕
現
す
る
か

の
よ
う
な
垂
直
的
な
時
間
性 ̶

 

を
感
受
さ
せ
て
く
れ
た
。 

　
ス
テー

ジ
両
脇
に
分
か
れ
て
踊
り
始
め
た
勅
使
川
原
三
郎
と
伊
東
利
穂

子
に
よ
る
舞
そ
の
も
の
も
、
な
か
な
か
惹
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
舞

の
前
半
で
は
、
伊
東
利
穂
子
の
柔
ら
か
な
舞
が
〈
女
性
原
理
〉
と
し
て
、

勅
使
川
原
三
郎
の
意
志
的
な
舞
が
〈
男
性
原
理
〉
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も

視
覚
的
・
演
劇
的
な
様
相
で
私
の
前
に
立
ち
現
れ
て
き
た
。 

　
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
の
二
人
が
ス
テー

ジ
後
方
で
交
差
し
な
が
ら
踊
り

始
め
る
と
、
伊
東
利
穂
子
の
舞
が
エー

テ
ル
的
な
〝
身
体
性
〞
へ
と
、
勅

使
川
原
三
郎
の
舞
が
ア
ス
ト
ラ
ル
的
な
〝
意
識
性
〞
へ
と
、
幻
視
と
と
も

に
神
話
的
な
様
相
を
帯
び
始
め
た
。
私
と
い
う
個
我
の
内
で
、
エー

テ
ル

的
な
〝
身
体
性
〞
と
ア
ス
ト
ラ
ル
的
な
〝
意
識
性
〞
と
が
渦
を
巻
く
よ
う

に
し
て
、
「
自
我
の
ド
ラ
マ
」
が
覚
醒
し
て
き
た
の
だ
。 

　
こ
の
勅
使
川
原
三
郎
と
伊
東
利
穂
子
に
よ
る
舞
か
ら
触
発
さ
れ
た
「
自

我
の
ド
ラ
マ
」
は
、
武
満
徹
の
雅
楽
曲
【
秋
庭
歌
一
具
】
と
の
新
た
な
出

会
い
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
さ
ほ
ど
多
く
の
コ
ン
サー

ト
に
出
向
い
た

わ
け
で
も
な
い
の
に
、
仰
々
し
く
「
私
に
と
っ
て
今
年
一
番
の
演
奏
会
」

と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。 

̶
2016.12.31 

記
（2020.2. 

修
正
）̶
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