
和
楽
器

の
装
飾

に

つ
い
て

～
彦

根
藩

・
井

伊
家
伝

来
楽
器

を
中

心

に
～

高

坂

麻

子

47和 楽器の装飾 について

楽
器
は
人
間
が
音
楽
を
創
始
し
た
古
代
か
ら
様
々
に
展
開
し
つ
つ
、
現
在
に
至
る
ま
で
私
達
の
生
活
の

一
部
と
し
て
身
近
な
道
具
で
あ

る
。楽

器
に
と

っ
て
の
装
飾
は
、
尊
い
も
の
へ
の
献
上
品
と
し
て
、
そ
れ
ら
へ
の
敬
意
が
当
時

の
美
意
識
と
技
術
に
よ

っ
て
具
現
化
さ
れ
た

こ
と
に
は
じ
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
楽
器
を
装
飾
す
る
と
い
う
行
為
は
、
楽
器
を
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
高
貴
な
存
在

へ
の

捧

げ
も
の
と
解
釈
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
献
L
品
と
し
て
の
楽
器
は
目
に
見
え
な
い
音
の
具
象
化

で
あ
り
、
実
際
に
演
奏

を
目
的
と
す
る
よ
り
も
、
飾
り
す
な
わ
ち
調
度
品
と
し
て
の
性
質
を
強
く
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
楽
器
を
献
上
品

(音
の
イ
メ
ー
ジ
の
具
象
化
)
と
し
た
場
合
に
対
し
、
本
来
的
機
能
で
あ
る
音
を
出
す
実
用
品
と
し
て
多

様

に
発
展
し
た
楽
器
も
、
人
々
に
身
近
な
も
の
と
し
て
愛
用
さ
れ
、
装
飾
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
装
飾
は
、
献
上

品

・
敬
意
の
具
現
化
と

し

て
の
装
飾
と
は
当
然
別
の
性
質
を
も

つ
も
の
と
な
る
。
本
稿
は
、
道
具
と
し
て
の
楽
器
に
施
さ
れ
た
装
飾
の
性
質
に
つ
い
て
、
近
世
後

末

期
の
大
名

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
題
材
と
し
て
考
察
す
る
。

彦
根
藩

.
井
伊
家
の
伝
来
楽
器
は
、
文
化
九
年

(
一
八

一
二
)
彦
根
藩
十

二
代
藩
主
と
な
り
、
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
に
幕
府
の
大

老

職
に
就
任
し
た
井
伊
直
亮

(寛
成
六

〈
一
七
九
四
〉
～
嘉
永
三

〈
晶
八
〇
五
〉
)
が
主
に
収
集
し
た
も
の
で
、
現
在
は
滋
賀
県
彦
根
市
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の
彦
根
城
博
物
館
の
所
蔵
と
な

っ
て
い
る
。
所
蔵
楽
器
数
は
管
楽
器

一
四
三

・
弦
楽
器
九
二

.
打
楽
器
二
七
の
合

計
二
六
二
点
で
、
こ
の

他

に
多
数
の
付
属
品
や
伝
授
状

・
楽
譜
が
伝
来
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
笙

・
琵
琶

・
箏

・
和
琴

・
七
弦
琴

・
鉦
鼓
な
ど
に
は
、
製
作
お

よ
び
修
理
時

の
銘
記
を
も

つ
も
の
が
あ
り
、
楽
器
の
来
歴
を
知
る
上
で
貴
重
な
文
字
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

楽
器
を
収
集
し
た
井
伊
直
亮
は
、
楽
器
の
目
録
を
自
ら

『楽
器
類
留
』
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
も
彦
根
城
博
物
館
に
所

蔵

・
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
現
在
井
伊
家
に
伝
わ
る
楽
器
と
か
な
り
の
度
合

い
で
対
応
し
、
管
楽
器

一
六
八

.
打
楽
器

一
六

点

の
売
買
や
状
態
、
品
格
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『楽
器
類
留
』
は
当
時
の
楽
器
収
集
情
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
、

重

要
な
史
料
で
あ
る
。

こ
の
楽
器
収
集

の

一
大
要
因
は
当
時
の
文
化

・
芸
能
状
況
で
あ

っ
た
。
近
世
大
名
に
と

っ
て
の
芸
能
と
は
、
彼
等
の
嗜
み
と
し
て
公
式

に
指
定
さ
れ
た

「能
楽
」
と
、
反
対
に
純
然
た
る
趣
味
と
し
て
の

「雅
楽
」
が
そ
の
中
心
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
受
け

「名
器
」
と
呼
ば
れ

る
楽
器
は
大
名
の
収
集
対
象
と
な

っ
た
。
大
名
の
雅
楽
愛
好
は
、
井
伊
家
伝
来
楽
器
の
よ
う
な
大
規
模
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
形
成
要
因
の
ひ

と

つ
で
あ
り
、
楽
器
の
装
飾
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
記
の

『楽
器
類
留
』

や
、
楽
器
に
添
え
ら
れ
た
書
状
を
読
み
解
く
と
、
当
時
の
楽
器
収
集
の
状
況
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く

る
。大

名
は
、
巨
額
を
投
じ
て
雅
楽
指
導
を
受
け
て
い
た
公
家
や
楽
人
か
ら
仲
介
者
を
通
し
て
楽
器
を
入
手
し
、
膨
大
な

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

築
き
上
げ
た
。
楽
器
収
集
に
は
、
売
り
手
と
買

い
手
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
仲
介
者
や
楽
器
製
作
者
な
ど
、
そ
れ
を
陰
で
支
え
た
人
々
の

動
向
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
、
大
き
な
文
化
的
活
動
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
近
世
後
末
期
文
化
の

一
翼
を
担
う
も
の
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

48



49和 楽器の装飾 につ いて

こ
う
し
て
収
集
さ
れ
た
楽
器
は
様
々
に
装
飾
さ
れ
る
。
井
伊
家
伝
来
楽
器
の
装
飾
技
法
に
は
蒔
絵
や
螺
鉗

・
木
画
、
そ
し
て
彩
色
な
ど

が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

『楽
家
録
』
な
ど
の
雅
楽
大
全
に
准
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
図
様
は
、
楽
器

の
種
類
に
よ
り
多
様
な

も

の
と

一
定
し
た
も
の
と
に
二
分
で
き
る
。
そ
の
分
化

の
要
因

の

一
つ
は
雅
楽
大
全
の
記
述
の
有
無
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
所
有
者
に
と

っ
て
の
個
々
の
楽
器
に
対
す
る
認
識
の
差
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
笙
や
箏
築
、
琵
琶
や
箏
な
ど
は
文
献
か
ら
図
様
上
の
制
限
は
受
け
ず
、
小
規
模
編
成
向
き
の
楽
器
で
あ

る
。
従

っ
て
図
様
も
実

に
多
様
で
、
当
時
の
所
有
者

の
教
養
や
意
向
を
色
濃
く
反
映
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は

「見
立
て
」
な
ど

、
日
本
文
化
の
特
徴
が

如

実
に
現
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
掲
鼓
や
太
鼓
な
ど
の
打
楽
器
類
は
図
様
面
で
は
文
献
上
に
詳
細
な
指
定
が
み
ら
れ
る
上
、
大
規
模
編
成
に
し
か
用
い
ら

れ

な
い
、
単
独
で
旋
律
を
奏

で
る
も
の
で
は
な
い
な
ど
の
理
由

か
ら
、
図
様
に
発
展
性
は
望
め
ず
、
楽
書
の
記
載
通
り
に
形
式
化
し
た
と

考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
井
伊
家
伝
来
楽
器
を
中
心
と
し
た
近
世
の
和
楽
器
の
装
飾
技
法
と
図
様
は
文
献

の
記
述
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ

に
従
い
つ
つ
も
記
述

の
無

い
部
分

(特
に
図
様
)
に
お
い
て
は
自
由
で
多
様
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た

「名
器
」
と
装
飾
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
笙
銘

「海
浦
」

の
場
合
、
頭
の
装
飾
は

『集
古
十
種
』
記
載

の
笙
と
同

一
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
認
識
要
素
と
し
て
の
性
質
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

「名
器
」
収
集
に
は

『集
古
十
種
』
と
い
う
客
観
性
の
高

い
名
品
録
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
に
消
耗
し
や
す

く

、
可
変
性
を
も

つ
頭
の
装
飾
は
替
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
竜
笛
銘

「福
原
」
で
は
、
そ
れ
を

『集
古
十
種
』
記
載
の
も
の
と
信
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
相
応
し
い
蒔
絵
職
人
に
筒

や
外
箱
を
細
工
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
装
飾
は

「名
器
」
と
し
て
の
価
値
を

一
層
高
め
る
付
加
的
性
質

を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
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る
。
こ
れ
ら

「名
器
」
に
お
け
る
装
飾
は
、
古
く
か
ら
の
音
色
を
楽
し
む

「名
器
」
愛
好
の
概
念
と
は
ま
た
別

の
、
楽
器
を

一
種
の
ブ
ラ

ン
ド
品
と
し
て
商
業
的
な
収
集
対
象
と
す
る
概
念
に
よ
る
、
付
加
価
値
と
し
て
の
役
割
を
も

つ
も
の
と
解
釈
で
き

る
。

井
伊
家
伝
来
楽
器
に
は
、
こ
の
他
に
も
連
綿
た
る
由
緒
を
持
つ
も
の
や
名
工
の
作
に
よ
る

「名
器
」
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
全
て
が
本
物
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
い
ず
れ
も

こ
の
よ
う
な
概
念
の
も
と
に
収
集
さ
れ
、
装
飾
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

装
飾
は

「名
器
」
と
呼
ば
れ
る
楽
器
に
と

っ
て
、
あ
る
時
は
そ
の
認
識
要
素
と
し
て
、
ま
た
あ
る
時
は
そ
の
価

値
を
さ
ら
に
押
し
上
げ

る
付
加
的
要
素
と
し
て
、
職
人
の
手
に
よ

っ
て
過
剰
な
ま
で
に
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
井
伊
家
伝
来
楽
器
だ
け
、
収
集
者
直
亮
だ
け
に
よ
る

も

の
で
は
な
い
。
彼
の
よ
う
に
楽
器
を
収
集
し
た
大
名
は
他
に
も
い
た
。
彼
等
は
自
ら
の
地
位
と
経
済
力
を
背
景

に
、
そ
も
そ
も
貴
族
の

嗜

み
で
あ

っ
た
雅
楽
を
愛
好
し
、
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

「名
器
」
を
収
集
し
、
彼
等
の
美
意
識
で
そ
れ
を
飾
り
立
て
た
。

雅
楽
を
愛
好
す
る
こ
と
に
端
を
発
し
た
楽
器
収
集
は
、
「名
器
」
と
い
う
概
念
と
結
び

つ
く
こ
と
に
よ

っ
て
さ
ら
に
商
業
的
性
格
の
強

い
文
化
活
動
と
な
り
、
装
飾
も
商
品
と
し
て
の
楽
器
の
価
値
を
高
め
る
付
加
的
な
性
質
を
持

つ
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

楽
器
を
装
飾
す
る
と

い
う
行
為
の
発
端
は
、
占
来
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
献
上
品
や
非
実
用
的
な
奉
納
品
に
あ

り
、
そ
の
装
飾
は
尊

い
も

の

へ
の
調
度
品

・
飾
り
と
し
て
の
役
割
を
前
提
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の

一
方
で
、
実
用
品
と
し
て
の
楽
器
に
施
さ
れ
た
装
飾
は
、
そ
れ
を
商
業
的
収
集
対
象
と
し
て
捉
え
た
場
合

の
認
識
要
素
、
そ
し
て

そ

の
価
値
を
よ
り
高
め
る
た
め
の
付
加
的
要
素
と
し
て
の
性
質
を
も

っ
て
い
た
。
楽
器
に
美
術
的
価
値
が
付
加

さ
れ
、
道
具
と
し
て
だ
け

で
な
く
調
度
品
と
し
て
の
価
値
も
加
わ

っ
た
こ
と
は
、
楽
器
収
集
活
動

一
層
盛
ん
に
さ
せ
る

一
因
と
も
な

っ
た

。
そ
し
て
そ
れ
は
、
収
集

活

動
を
単
な
る
モ
ノ
の
流
通
商
業
活
動

で
な
く
、
多
分
野
の
人
々
の
関
わ
る
複
合
的
文
化
活
動
と
し
た
の
で
あ
る
。

近
世
、
大
名
の
趣
味
と
し
て
親
し
ま
れ
た
雅
楽
、
そ
の
道
具
と
し
て
収
集
さ
れ
た
楽
器
の
装
飾
と
は
、
楽
器
を

収
集

・
売
買
対
象
と
し

50



て
と
ら
え
、
収
集
家
や
仲
介
者
、
供
給
者
そ
の
他
の
多
く
の
人
々
が
関
わ
る
文
化
活
動
に
お

い
て
、
楽
器
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
商

業
的
要
因
や
所
有
者
の
趣
味

・
経
済
力
を
反
映
す
る
手
段
と
し
て
、
そ
の
活
動
の

一
翼
を
担
う
重
要
な
構
成
要
素

で
あ

っ
た
。

楽
器
の
装
飾
は
、
目
に
見
え
な
い
音
や
価
値
を
、
美
意
識
と
技
術
に
よ

っ
て
視
覚
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
文
化

の
特
色
と
も
い
え

る

「見
立
て
」
や
寓
意
性
含
ん
だ

「飾
り
」
の
精
神
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
捧
げ
も
の
と
し
て
の

「飾
り
」
的
性
質
と
、
そ
れ
を
収
集
対
象
と
し
た
商
業
活
動
を

一
層
盛
上
げ
る
、
付
加

・
美
術

的
な
手
段
と
し
て
の
性
質
と
い
う
、
相
反
す
る
動
機
に
よ

っ
て
施
さ
れ
、
そ
の
表
現
も
人
の
楽
器
に
対
す
る
認
識

に
左
右
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
楽
器
に
お
け
る
装
飾
は
、
調
度
品
と
し
て
、
付
加
的
要
素
と
し
て
の
美
術
性
を
も

つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
楽
器
と
い
う
複
合
的

側
而
を
も

つ
研
究
分
野
の

一
部
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
今
後
は
、
楽
器
全
体
を
取
り
巻
く
広
範
に
お
よ
ぶ
総
合
的

な
研
究
活
動
の

一
部
と
し
て
、
他
分
野
と
連
携
し
た
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
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