
こ
と
い
と

架
蔵
本
『
乳
の
験
し
ら
へ
や
う
の
事
』
に
つ
い
て

江
戸
元
禄
期
の
箏
調
律
法
・
翻
刻
と
解
題

第
十
巻
第
二
ぢ

{
ニ
'
一
丁

飯
島
一
彦
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架
蔵
本
『
箏
の
糸
し
ら
へ
や
う
の
事
』
に
つ

い
て

こ
と

架
蔵
本
に
『
こ
と
の
し
ら
△
と
題
甕
が
貼
ら
れ
た
袖
珍
本
が
あ
る
。
竹
釘
を
用
い
た
丁
寧
な
作
り
の
挑
え
の
桐
箱
に
入
っ
た
も
の

で
、
表
紙
に
は
紺
刷
り
に
金
泥
の
模
禦
凹
き
の
装
頓
が
施
さ
れ
た
上
製
本
で
あ
る
(
次
頁
写
?
参
照
)
。
こ
の
版
本
の
内
容
は
才
夫

は
元
禄
八
(
一
六
九
五
)
年
十
一
月
、
一
靴
の
書
肆
梅
村
弥
右
術
門
が
板
行
し
た
『
峯
の
ま
つ
風
』
で
、
同
年
二
河
県
口
鄭
刊
の
『
琴

曲
抄
』
(
箏
曲
組
歌
譜
本
)
の
内
容
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
『
崇
の
ま
つ
風
』
は
市
削
本
に
属
す

る
刊
本
で
、
上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
本
の
他
数
業
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
八
橋
検
校
が
江
一
1
北
前
期
に
大
成
し

た
と
さ
れ
る
箏
組
歌
、
い
わ
ゆ
る
八
橋
十
三
組
の
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
元
今
曲
抄
』
の
内
容
が
、
簡
便
な
、
し
か
も
上
製

の
袖
珍
本
と
し
て
塒
期
を
お
か
ず
に
刊
行
さ
れ
た
事
情
か
ら
見
て
、
Ⅷ
扉
の
箏
組
歌
の
人
気
が
窺
え
る
も
の
七
言
え
よ
う
0
 
架
蔵
本
も
、

箱
や
表
紙
に
は
手
擦
れ
が
あ
り
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
内
容
部
分
に
つ
い
て
は
書
き
入
れ
も
な
く
、
保
存

は
良
好
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
紙
に
『
こ
と
の
し
ら
ヘ
』
と
い
う
題
艶
が
附
さ
れ
た
半
恬
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
本
来
の
も
の
で
は

ナ
し

{
と

2
1
丈
の
下
に
は
同
じ
ネ
倉
内
に
i
丘
ね
ら
れ
て
同
ナ
く
に
円
^
ま
オ
ー
た
一
キ
父
物
の
尻
U
り
物
力
ゞ
、
や
は
り
同
1
隶
の
糸
什
師
1
ー
リ
に
瓢

の
千
莫
1
野
t
が
入
れ
ら
れ
た
表
紙
を
装
傾
さ
れ
て
入
れ
ら
れ
て
い
た
^
写
+
具
1
Ⅱ
参
墳
^
。
だ
が
表
紙
に
は
題
讐
が
剥
が
ー
た
亦
が
あ
り
、

1
箪
に
表
紙
が
つ
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
題
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
刷
り
物
は
内
題
に
『
箏
の
糸
し
ら
へ
や
う
の
事
』
と
あ

江
戸
元
禄
期
の
箏
県
法
・
棚
刻
と
解
題

飯
島
一
彦
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ウ
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号

マ
テ
シ
ス

ら
ヘ
」
の
音
高
は
す
べ
て
「
本
雲
井
調
子
」
で
乱
れ
か
な
い
。
あ
る
い
は
沓
肆
か
え
書
を
ー
す
る
に
あ
た
り
醜
N
答
の
秘
寸
ι

関
す
る
理
解
が
足
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ち
二
つ
て
う
ヘ
人
さ
う
て
う
:
"
、
.
ト
 
n
 
一
ド
.
イ
L
 
、
寸

「
す
な
は
1
越
梨
久
じ
て
泌
野
し
ら
へ
と
な
る
也
」
(
1
<
一
Ⅵ
倫
一
)
は
、
「
雲
井
朋
子
」
ヘ
絵
換
を
す
る
(
一
の
糸
を
同

音
に
し
て
謬
し
て
い
く
)
と
、
核
音
は
二
の
糸
に
な
る
(
二
の
糸
を
核
音
と
す
る
1
音
陪
が
で
き
あ
が
る
)
こ
と
を
・
小
し
て
ぃ
る

,
ワ
し
む
つ
め
ヘ
人
、
、
、
、
、
、
'
ι
巳
ノ
 
t
 
K
、
、
-
i
^
司
一
J
 
二
、
゛
Π
、
、
」
、
Π
＼
、

「
調
子
か
な
ら
ず
六
目
ヘ
変
ず
る
也
」
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
は
背
後
に
邪
探
の
載
誹
の
力
法
で
あ
る
「
順
六
逆
ノ
」

を
恵
識
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
続
く
記
述
は
「
か
る
か
ゆ
へ
に
」
と
し
て
理
屈
っ
ぽ
く
延
ベ
る
が
、
「
雲
井
の
し
ら
へ
に
て
毛
赳

て
う
し
わ
う
し
き

に
せ
ん
と
お
も
は
ゞ
は
じ
め
つ
ね
の
調
子
の
黄
鐘
に
し
ら
へ
て
さ
て
五
す
ち
の
て
う
し
を
あ
ら
た
む
へ
し
ま
た
は
し
め
よ
り
し
ら
へ
ん

と
お
も
は
、
ひ
だ
り
に
し
る
す
が
ご
と
く
せ
よ
」
と
い
う
指
示
は
、
一
見
複
雑
に
見
え
て
、
要
す
る
に
基
本
と
な
る
核
音
を
変
え
ず
に

く
も
'

一
奨
す
る
な
ら
ぱ
そ
の
よ
う
に
"
仏
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
。
そ
れ
以
下
稔
述
は
ト
ニ
律
各
々
の
「
雲
井
の
し
ら
△
の

音
局
を
示
し
て
い
る
。

以
下
、
本
当
を
側
刻
す
る
。
な
お
、
句
毓
点
、
 
0
等
の
記
号
、
ル
ビ
、
濁
点
等
に
つ
ぃ
て
は
武
"
の
ま
ま
と
し
六

箏
の
糸
し
ら
へ
や
う
の
事

て
う
し
い
ち
こ
つ
ぃ
ち
い
と
一
L
 
、
一
つ

こ
と
の
調
子
。
あ
る
ひ
は
壱
越
の
し
ら
へ
と
い
ふ
と
き
は
。
か
な
ら
ず
一
の
糸
を
壱
越
に
あ
は
す
る

ひ
や
う
で
う
い
ち
ひ
や
う
て
,
つ
 
1
力
い
ち
い
と

な
り
。
平
調
の
し
ら
へ
と
い
ふ
と
き
は
。
一
を
平
調
に
し
ら
ふ
る
也
。
そ
の
兇
み
な
一
の
糸
に
て

二
と

い
と

う
し
い
ま
し
県
二
 
C
、
O
 
L

そ
の
調
子
を
さ
だ
む
る
と
し
る
べ
し
。
今
つ
ぶ
さ
に
十
二
調
子
を
ひ
た
り
に
し
る
す

0
囲
壱

い
ち
こ
つ

一
二
三
四
五

團
断

ひ
や
う
で
う

(
)
^
一
ぞ

一
、
^

し
や
う
せ
つ

勝
絶
勝

L
J
、
」
ー困

下

さ
、
つ
て
、
ワ

0
1
濁
双

た
人
¥
」
ノ

、
凡
乳
,

、
.
ー

i
 
型
盆
師
司
三
ι
恵
烹
t

L
、

一
ノ

盤
神

1
t
1
ー
.
一
'
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F
 
曳
W
:
 
f
Ⅲ

盤
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イ

断
双
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ξ
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1
L
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す
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勝
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L
よ
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盆
・
見
上
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平
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ニ
ニ
J
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勺
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断
双
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ド

一
.
、

架
蔵
木
『
箏
の
糸
L
ら
へ
や
う
の
延
に
つ
い
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1
江
戸
張
期
の
笋
県
法

潮
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解
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双
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0
北
盡
黄
吉

わ
、
0
し
き

'
、
 
L
ナ
、

!
゛
一
、
Ⅱ
f
 
Ⅱ
1

0
鬨
盤
平
下
双
盤

げ
ん
し
き

一
1

一
、
一

し
人
せ
ノ

ネ
勺

か
み
む困

上
下

Ξ三
1

右
の
と
を
り
に
し
ら
へ
て
組
の
と
き
に
用
る
也
扱
小
う
た
な
と
に
あ
は
す
る
時
は
六
の
糸
と
斗
の

糸
と
を
半
シ
律
め
ら
し
て
ひ
く
べ
し
是
っ
ね
の
人
の
し
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
大
事
也
秘
す
へ
し
く

一
イ

双

で
ん
じ
ゅ

こ
れ
は
傳
受
の
し
ら
へ
な
る
ゆ
へ
に
み
だ
り
に
つ
た
へ
ぬ
こ
と
な
り
と
い
へ
と
も
此
み
ち
に
心
ざ
し
ふ
か
き
人
の
た
め
に

ひ
圭
つ
く
も
ゐ
い
巴
ゐ

そ
の
し
ら
へ
や
う
を
あ
ら
は
す
秘
す
へ
し
怨
一
井
の
し
ら
へ
と
い
ふ
は
九
の
糸
を
為
の
し
ら
へ
に
す
る
ゆ
ヘ
九
も

く
も
ゐ

雲
井
の
し
ら
へ
の
事

鳧
黄
上
壱

ノ
、

一
、

.

.一

下双

一
0

卜

J

ゐ為
の
し
ら
へ
と
い
ふ
こ
と
な
り
扱
そ
の
し
ら
へ
や
う
は
つ
ね
の
し
ら
へ
に
あ
は
せ
た
る
中
に
て
三
四

い
ち
こ
つ
二
と
み
ー
ぢ

す
ぢ
を
あ
ら
た
む
る
也
た
と
へ
は
は
じ
め
壱
越
に
し
ら
へ
た
る
箏
な
ら
は
三
と
八
と
巾
と
の
三
筋
は

わ
う
L
き
い
つ
て
う
し
ふ
し
よ
う
ら
ん
け
い
一
て
う
し

黄
鐘
な
る
を
一
訓
子
さ
げ
て
拙
鐘
と
す
四
と
九
と
の
二
す
ぢ
は
鸞
鏡
な
る
を
二
調
子
あ
け
て

し
人
せ
人

杣
イ
ル
と
す
す
な
は
ち
ひ
た
り
に
あ
ら
は
す

い
十
コ
一
〕
つ
て
,
つ
ヘ
人
ざ
う
て
う
て
う
 
L
 
む
つ
め
ヘ
人

か
く
の
ご
と
し
す
な
は
ち
壱
越
調
変
じ
て
双
調
の
し
ら
へ
と
な
る
也
調
子
か
な
ら
ず
六
目
ヘ
変

ず
る
也
か
る
か
ゆ
へ
に
雲
井
の
し
ら
へ
に
毛
越
に
せ
ん
と
お
も
は
ゞ
は
じ
め
つ
ね
の
訓
子
の
黄
鐘
に

し
ら
へ
て
さ
て
五
す
ち
の
て
う
し
を
あ
ら
た
む
へ
し
ま
た
は
し
め
よ
り
し
ら
へ
ん
と
お
も
は
、
ひ
だ
り

に
し
る
す
が
ご
と
く
せ
よ

架
藏
木
一
箏
の
糸
し
ら
へ
や
う
の
小
」
に
つ
い
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1
江
戸
元
禄
期
の
箏
朋
往
法
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割
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創
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い
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二
つ

一
二
三
四
五

と
ゐ
き
,

゛
、
」

ひ
や
,
0
で
・
つ

W
 
盤
平
勝

一
.
、

し
や
,
つ
せ
つ

勝
絶

ヒ

ー
.
^
L

、
二
と

し
も
 
t
」

ヤ
ι

盤

さ
、
つ
て
,
つ

い
と

上
下
双

{
ニ
ー
、

ふ
し
よ
・
つ

一
一

壱
双
鳧

梅
む
ら
弥
ヘ
も
ん
板
行

上

一
「

鳧
黄
上

壱

三

オ
コ
う
し
き

黄
童

1
一
、
一

一
人
け
い

一
三

は
ノ
L
し
、
L

し
人
セ
ノ

一
ノ
、

一
、
一

卜

断
勝
下

か
み
む

双

ノ
一

'
一、

以
上
、
短
輔
で
は
あ
る
が
、
架
蔵
本
の
『
箏
の
糸
し
ら
へ
や
う
の
事
』
に
つ
い
て
紹
介
と
記
述
内
容
に
対
す
る
指
抽
を
し
た
。

Π
本
音
楽
史
、
と
り
わ
け
近
世
箏
曲
史
の
研
究
の
一
端
に
で
も
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
蟠
荏
で
あ
る
。

双

ド

途架
蔵
本
『
券
ま
つ
風
』
は
二
0
0
八
年
十
一
月
八
日
、
Π
本
歌
戴
添
工
平
成
二
十
年
度
秋
季
W
発
表
会
が
十
一
月
九
日
に

獨
協
大
羊
W
さ
れ
る
の
に
恊
賛
し
て
展
観
が
実
施
さ
れ
た
上
野
N
南
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
屡
電
料
展
観
」
に
出
陳

1
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五
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小

"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto" as a new material

for the history of S6 music (箏曲史)

Summary

"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto(means ' The way of tunings of Koto(節り')
''

is one paper printing with my own miniature book Koto・no・shirabe"

indeed" Mine・no・matsukaze "printed in Kyot0 1695(元ネ隶8年), both in a smaⅡ

Wood box. They, a printing paper and a miniature book, are same size and

Covered simⅡar

"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto" is instructions of tunings for S6 (箏)to play

SO・Kumiuta(第寺虹哥欠). 1t' s a new and the earⅡest instance as such

Two tunings are bringing up on the paper. Hira・ch6Shi(平訓子)and Kumoi、

Ch6Shi(雲J1〒捌子)are there

It' s a legend that Yatsuhasi・kengy6(ノ＼偏井灸校, 1614-1685)made the Hira、

Ch6Shi. But, there is no evidence as yet. This printing wi11 be suggestive

about that it s truu〕

Moreover the printing said two matters. First, the popular songs had a

tendency at that time, to descend tuning a down tone to core tone

increasingly.

Second, the Kumoi・ch6Shi, which had ordinary told to now that named by

Using on playing 'Kumoi no kyoku(雲J"扣)', was caused by 血e way of 加ning

Of 9th string(ブし)at changing 丘om Hira・ch6Shito Kumoi・ch6SI〕i as same as

12th string(為)' s tune. so said that'Ku m0 1(九も為)'

Anyhow, the printing"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto" is new material for

the history of S6 music in early time in Edo era

ⅡJIMA Kazuhiko

5 4 3 2

叫

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
エ
ル
サ
リ
ス
第
十
巻
第
二
ぢ

し
た
。
同
展
観
県
で
は
福
島
和
夫
同
研
究
所
長
に
ょ
っ
て
『
崟
の
ま
つ
風
』
「
改
装
後
印
」
本
と
し
て
易
げ
ら
れ
て
い
る
0

特
に
写
本
を
も
視
野
に
含
め
た
研
究
は
平
野
健
次
に
ょ
る
以
下
の
著
作
以
外
に
は
ほ
ぼ
見
あ
た
ら
な
い
と
言
っ
て
良
い

0

屡
叟
学
と
し
て
の
第
曲
1
筑
紫
箏
と
俗
箏
組
歌
の
資
料
と
問
題
1
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
卜
張
」
弟
四
号
所
収
、

後
に
束
洋
音
釜
当
一
『
第
曲
と
地
歌
』
金
黒
赱
友
社
、
昭
和
四
二
年
>
に
再
録
)

「
地
歌
.
箏
岫
文
献
県
」
(
東
洋
音
楽
選
当
『
第
曲
と
地
歌
』
鴛
木
之
友
社
、
昭
和
四
二
年
>
所
収
)

『
尿
線
と
箏
の
組
歌
箏
曲
・
地
歌
研
究
 
1
』
(
白
水
社
、
昭
和
六
二
年
)

近
年
刊
行
さ
れ
た
宮
崎
ま
ゆ
み
著
『
筑
紫
箏
音
楽
史
の
研
究
』
 
9
0
0
三
年
同
成
社
)
は
筑
紫
箏
に
か
か
わ
る
写
本
を
広
汎

に
扱
っ
た
も
の
だ
が
、
文
臥
術
な
方
法
に
つ
い
て
は
不
充
分
で
あ
る
。

な
お
、
架
蔵
の
晁
今
の
く
み
』
(
元
禄
十
五
系
目
写
箏
組
歌
本
)
に
つ
い
て
は
マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
エ
ル
サ
リ
ス
』
第
九
号

二
巻
(
二
0
0
八
年
三
月
)
に
「
架
蔵
箏
組
歌
本
『
琴
の
く
み
』
の
位
置
づ
け
1
附
翻
刻
・
影
印
1
」
と
し
て
、
写
木
を
視
野
に

入
れ
た
場
合
の
箏
組
歌
の
発
展
史
の
可
能
き
っ
い
て
の
卑
見
を
述
ベ
た
。
ま
た
、
『
琴
の
く
み
』
は
右
の
展
観
に
も
出
陳
し
た
0

ち
な
み
に
右
論
文
で
は
『
琴
の
く
み
』
染
筆
者
を
奥
書
に
あ
る
「
張
十
五
年
午
壬
南
呂
書
之
」
か
ら
「
南
呂
」
な
る
不
詳
の
人

物
で
あ
る
と
見
た
が
、
福
島
和
夫
氏
の
同
展
観
長
の
張
で
は
「
南
呂
」
を
八
月
の
異
名
(
中
国
古
代
馨
律
曹
よ
る
音
名

に
ょ
る
)
と
見
て
、
元
禄
十
五
年
八
月
の
書
写
と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
可
能
性
も
大
き
い
が
存
疑
と
し
て
お
き
た
い
0

『
日
本
音
楽
大
事
典
』
「
箏
」
の
張
。

同
右
「
音
階
」
の
器
。

『
邦
楽
百
科
事
典
』
「
く
も
い
ぢ
ょ
う
し
」
の
張
。

蔵
水
『
笊
の
糸
し
ら
へ
や
う
の
Ⅲ
」
に
つ
い
て

こ
と

し
と

i
!
、
N
儿
禄
刈
の
箏
嗣
什
松
・
制
却
と
解
題
 
1

、
一
五


