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こ
の
譜
面
は
入
野
ば
や
し

(

間
物

)

の
太
鼓
に

、
私
が
こ
れ
ま
で
に
習
得
し
た
笛
を
編
曲

す
る
為
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り

、
合
わ
せ
て
入
野
ば
や
し
を
後
世
に
伝
承
す
る
こ
と
も
目

的
と
し
て
い
る

。
入
野
ば
や
し
に
は
か
つ
て
笛
が
入

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が

、
笛
の
音
源

が
残

っ
て
い
な
い
た
め

、
ど
の
よ
う
な
笛
が
吹
か
れ
て
い
た
か
は
分
か

っ
て
い
な
い

。
私
が

習

っ
た
二
宮
町
の
大
山
囃
子
は
入
野
の
囃
子
と
同
系
統
で
あ
る
こ
と
か
ら

、
大
山
囃
子
の
笛

を
中
心
に
編
曲
し
て
い
る

。
な
お

、
大
間
昇
殿
に
関
し
て
は
笛
が
残

っ
て
い
る
地
区
が
無
い

た
め

、
全
て
の
旋
律
を
作
曲
し
て
い
る

。
笛
の
編
曲
お
よ
び
作
曲
は
太
鼓
だ
け
で
の
演
奏
形

態
を
極
力
崩
す
こ
と
な
く
行

っ
て
お
り

、
笛
か
ら
の
入
り
方
や

、
繰
り
返
し
部
分
の
調
整
だ

け
で
笛
と
太
鼓
を
合
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

。
コ
バ
チ
な
ど
の
応
用
的
な
も
の
は
記

載
し
て
お
ら
ず

、
基
本
的
な
叩
き
方
を
譜
面
に
し
て
い
る
為

、
初
心
者
の
指
導
用
の
譜
面
と

し
て
活
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る

。
コ
バ
チ
な
ど
は
こ
の
譜
面
を
ベ
ー

ス
に

、
応
用
技

術
と
し
て
別
途
指
導
を
し
て
頂
き
た
い

。
な
お

、
笛
の
譜
面
を
作
成
す
る
予
定
は
無
く

、
私

が
実
際
に
演
奏
す
る
旋
律
を
基
本
と
し
て
伝
承
し
て
頂
き
た
い

。
こ
の
素
晴
ら
し
い
入
野
ば

や
し
が
末
永
く
後
世
に
伝
承
さ
れ
る
こ
と
を
祈
願
す
る

。


