
PDF issue: 2024-11-27

世阿弥時代の「わざ」の継承 : 何をどう教
えていたのか

山中, 玲子

(出版者 / Publisher)
The Nogami Memorial Noh Theatre Research Institute of Hosei University /
野上記念法政大学能楽研究所「能楽の国際・学際的研究拠点」

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
わざを伝える : 能の技芸伝承の領域横断的研究 (能楽研究叢書 ; 9)

(巻 / Volume)
9

(開始ページ / Start Page)
15

(終了ページ / End Page)
41

(発行年 / Year)
2024-03-25



15

世
阿
弥
時
代
の
「
わ
ざ
」
の
継
承

何
を
ど
う
教
え
て
い
た
の
か

山

中

玲

子

は
じ
め
に

世
阿
弥
時
代
に
お
け
る
技
芸
の
継
承
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
世
阿
弥
は
自
分
の
息
子
た
ち
に
、
ど
の
よ
う
に
能

を
教
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
伝
書
の
相
伝
に
よ
り
猿
楽
の
道
の
理
論
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
具
体
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の

曲
の
演
じ
方
を
ど
う
教
え
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
教
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
問
題
設
定
で
あ
る
。
も
と
よ
り
映
像

も
音
源
も
残
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
判
ら
な
い
部
分
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
世
阿
弥
伝
書
の
記
述
を
丁
寧
に
読
む

こ
と
で
、
ヒ
ン
ト
を
探
し
出
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
世
阿
弥
が
自
分
の
弟
子
た
ち
に
、「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
伝
え
て
い
た
の
か
、

で
き
る
だ
け
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
と
と
も
に
、
世
阿
弥
が
そ
の
よ
う
に
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
能
の
演
技
の
「
あ
る
べ
き
姿
」

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
、
併
せ
て
考
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
世
阿
弥
時
代
の
能
の
演
技
は
現
在
の
能
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
能
楽
論
研
究
、
演
出
研
究
、
作
品
研
究
等
々
、
各
分
野
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
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も
多
い
。
稿
者
も
ま
た
、
何
本
か
の
論
考
で
稿
者
な
り
の
推
定
を
提
示
し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
一
つ
に
ま
と
め
て
整
理
し
て
お
く
。
世

阿
弥
時
代
の
能
の
演
技
に
関
す
る
多
様
な
先
行
研
究
の
成
果
を
こ
こ
に
並
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
世
阿
弥
時
代
の
技
芸
伝
承

に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
本
稿
が
当
時
の
技
芸
の
あ
り
方
に
つ
い
て
前
提
に
し
て
い
る
の
は
、
左
の
1
〜
4
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る
、

と
い
う
確
認
で
あ
る
。

1

現
在
で
は
能
一
番
を
通
し
て
、
た
と
え
ば
「
松
風
を
舞
う
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
。
舞
台
上
に
日
常
的
な
動
作
は
い
っ

さ
い
無
い
。
し
か
し
、
世
阿
弥
当
時
に
は
「
目
づ
か
い
」
を
す
る
（『
申
楽
談
儀
』
序
「
先
祖
観
阿
」）、
杖
で
打
た
れ
て
「
ま
ろ
び

臥
す
」（
世
阿
弥
自
筆
能
本
「
多
度
津
左
衛
門
」
演
出
注
記
）
等
の
現
在
で
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
所
作
が
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た

舞
台
が
平
滑
で
は
な
く
（『
申
楽
談
儀
』
17
条
）、
す
り
足
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
よ
う

な
カ
マ
エ
や
ハ
コ
ビ
は
未
だ
成
立
し
て
お
ら
ず
、
所
作
は
日
常
的
な
動
作
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
共
通
認
識
で
あ
る
（
1
）。

2
「
舞
に
左
右
左
〳
〵
あ
り
」（『
却
来
花
』）、「
砕
動
一
動
之
足
数
」（『
二
曲
三
体
人
形
図
』）
な
ど
の
文
言
か
ら
、
舞
や
ハ
タ
ラ
キ

に
は
、
あ
る
程
度
決
ま
っ
た
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
も
現
代
よ
り
自
由
な
ア
ド
リ
ブ
的
な
部
分
が

あ
っ
た
こ
と
は
、「
そ
う
じ
て
風
曲
折
々
に
よ
て
出
来
る
拍
子
、
数
を
知
ら
ず
」（『
二
曲
三
体
人
形
図
』）、「
あ
は
止
む
る
よ
〳
〵
と
、

満
座
思
ふ
気
色
あ
ら
ば
、
そ
と
止
む
べ
し
」（『
申
楽
談
儀
』
3
条
）
等
の
記
述
か
ら
も
、
ま
た
後
代
の
よ
り
類
型
化
が
進
ん
だ
段
階

で
の
伝
書
記
事
か
ら
も
、
確
実
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

3

謡
の
文
言
に
合
わ
せ
た
所
作
の
場
合
、「
見
る
・
聞
く
・
泣
く
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
文
言
が
あ
れ
ば
そ
の
動
作
を
演
じ
て
い
た

（
第
三
問
答
条
々
「
文
字
に
当
た
る
風
情
」）。
一
方
で
「
能
に
、
成
就
せ
ぬ
為
手
有
。
泣
く
と
い
ふ
こ
と
に
、
袖
を
目
に
あ
て
ゝ
、

や
が
て
引
く
。
あ
る
い
は
、
片
目
な
ど
拭
う
也
」
と
い
う
『
申
楽
談
儀
』
の
教
え
は
、
舞
台
上
の
演
技
は
日
常
的
所
作
の
延
長
線
上



17 世阿弥時代の「わざ」の継承

に
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
く
、
演
技
と
し
て
の
特
徴
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
舞
台
上
で
の
演

技
を
示
す
言
葉
が
、
世
阿
弥
の
言
う
「
風
情
」
で
あ
る
。「
風
情
」
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
「
身
体
的
所
作
」
だ
と
い
う
定
説
に
対

し
、
別
の
解
釈
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
（
2
）。

す
な
わ
ち
、「
腕
を
上
げ
る
」「
う
つ
む
く
」
と
い
っ
た
個
別
の
身
体
所
作
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
何
ら
か
の
文
言
（
謡
の
詞
章
）
と
結
び
つ
き
、
あ
る
意
図
を
持
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
結
果
一
定
の
意
味
を
帯
び
た
所
作

を
指
す
言
葉
と
受
け
止
め
る
べ
き
と
考
え
る
。

4

技
芸
の
伝
承
に
関
し
て
も
一
点
、
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
世
阿
弥
の
伝
書
・
芸
談
、
自
筆
能
本
の
注
記
（
章
句
も
芸
を
伝
承

す
る
た
め
の
記
号
）、
す
べ
て
に
お
い
て
、
謡
に
関
す
る
指
示
が
圧
倒
的
に
多
く
、
所
作
に
関
す
る
言
及
は
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

当
時
の
能
の
所
作
が
日
常
的
所
作
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
1
の
推
定
と
も
合
致
す
る
。
現
代
の
能
で
あ
れ
ば
、
謡
い
方

と
同
程
度
か
そ
れ
以
上
に
姿
勢
や
運
び
や
そ
れ
ぞ
れ
の
所
作
に
つ
い
て
教
え
、
学
ば
な
け
れ
ば
能
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

当
時
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
数
少
な
い
所
作
関
連
の
記
事
や
世
阿
弥
自
筆
能
本
の
ト
書
的
記
述
を
見
る

と
、「
ど
の
よ
う
に
所
作
を
演
ず
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
謡
の
ど
の
文
言
に
合
わ
せ
て
「
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
演
ず
る
の

か
」
と
い
う
こ
と
が
よ
り
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
判
る
（
3
）。

な
お
、
本
稿
で
引
く
世
阿
弥
伝
書
の
記
事
は
、
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
表
章
校
注
。
岩
波
書
店
）
の
本
文
（
校
閲
の
際

に
付
け
ら
れ
た
括
弧
や
記
号
類
を
省
く
な
ど
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
適
宜
変
更
を
加
え
て
い
る
）
を
用
い
、
同
書
の
頭
注
は
「
表
頭

注
」
と
略
抄
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
特
に
多
く
引
く
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
は
、
既
に
右
の
1
〜
4
で
も
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、

略
称
で
あ
る
『
申
楽
談
儀
』
を
用
い
る
。
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一

世
阿
弥
時
代
の
師
弟
関
係

【
子
供
の
稽
古
】

猿
楽
が
芸
道
で
あ
る
以
上
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
芸
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。『
花
伝

第
一
年
来
稽
古
条
々
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
記
事
が
あ
る
。

＊

…
さ
の
み
に
「
よ
き
」「
悪
し
き
」
と
は
教
ふ
べ
か
ら
ず
。
あ
ま
り
に
い
た
く
諫
む
れ
ば
、
童
は
気
を
失
ひ
て
、
能
物
く
さ
く
成

た
ち
ぬ
れ
ば
、
や
が
て
能
は
止
ま
る
也
。
た
ゞ
、
音
曲
・
は
た
ら
き
・
舞
な
ど
な
ら
で
は
せ
さ
す
べ
か
ら
ず
。
さ
の
み
の
物
ま
ね
は
、

た
と
ひ
す
べ
く
と
も
、
教
ふ
ま
じ
き
な
り
。（
七
歳
）

＊

此
年
の
比
よ
り
は
、
は
や
や
う
〳
〵
声
も
調
子
に
か
ゝ
り
、
能
も
心
づ
く
比
な
れ
ば
、
次
第
〳
〵
に
物
数
を
も
教
ふ
べ
し
。
…

（
十
二
三
よ
り
）

二
つ
の
記
事
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
変
声
期
前
の
子
供
時
代
に
は
、
手
取
り
足
取
り
教
え
て
く
れ
る
師
が
い
る
こ
と
が
判
る
。
二
曲
三

体
の
基
礎
（
音
曲
・
は
た
ら
き
・
舞
）
を
教
え
、
子
供
の
成
長
に
合
わ
せ
て
「
次
第
〳
〵
に
物
数
を
も
教
」
え
、「
よ
き
」「
悪
し
き
」
を

教
え
る
師
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ま
か
な
物
真
似
は
教
え
ず
と
も
、
舞
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
子
供
時
代
に
し
っ
か
り
と
教
え
て
い
た
ら

し
い
こ
と
は
、
次
の
『
申
楽
談
儀
』
第
3
条
の
記
事
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
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＊

又
、
舞
を
見
ぬ
舞
有
。
舞
を
見
る
と
は
、
わ
が
舞
ふ
時
の
指
の
先
な
ど
を
、
目
を
や
る
也
。
首
筋
な
ど
を
も
、
ね
そ
ま
す
や
う
に

持
ち
て
、
肩
と
首
と
の
間
、
遠
く
な
す
や
う
に
し
て
、
手
先
を
上
ぐ
べ
し
。
手
を
早
く
開
く
時
は
、
捻
ぢ
つ
け
て
納
む
。
手
を
捻
ぢ

て
遣
る
時
は
、
納
む
る
手
を
早
く
納
む
べ
し
。
身
を
常
よ
り
も
早
く
動
か
さ
ね
ば
、
捻
ぢ
つ
け
て
止
む
べ
し
。
身
を
常
よ
り
も
遅
く
、

静
々
と
動
か
さ
ば
、
ち
や
と
早
く
止
む
べ
し
。〈
こ
ゝ
の
段
は
、
幼
く
て
聞
し
間
、
能
も
覚
え
ず
〉

〈

〉
内
の
二
重
傍
線
部
は
筆
録
者
元
能
に
よ
る
傍
注
で
あ
る
。「
幼
い
時
に
聞
い
た
の
で
よ
く
覚
え
て
い
な
い
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、

習
っ
た
の
は
大
人
の
舞
い
方
と
は
違
う
、
童
舞
の
舞
い
方
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
よ
く
覚
え
て
い
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ

て
い
る
師
（
＝
世
阿
弥
）
の
指
示
は
詳
細
で
あ
る
。「
舞
を
見
る
」
と
い
う
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
表
現
を
、
子
供
に
も
わ
か
る
よ
う
、

具
体
的
に
「
指
の
先
な
ど
を
、
目
を
や
る
」
こ
と
だ
と
言
い
換
え
て
教
え
、「
舞
を
見
ぬ
舞
」
を
ど
う
舞
う
か
に
つ
い
て
は
、「
肩
と
首
と

の
間
、
遠
く
な
す
や
う
に
」
と
い
う
絶
妙
の
表
現
で
説
明
し
て
い
る
。
後
半
の
波
線
部
も
、
世
阿
弥
伝
書
の
中
に
し
ば
し
ば
見
え
る
陰
陽

和
合
的
な
バ
ラ
ン
ス
の
教
え
と
思
わ
れ
る
が
、
個
々
の
例
を
積
み
重
ね
て
一
つ
ず
つ
く
ど
い
ほ
ど
説
明
し
て
い
る
の
は
、
子
供
に
向
け
て

の
言
葉
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
早
く
動
か
さ
ね
ば
」
の
「
ね
」
は
表
頭
注
の
言
う
と
お
り
衍
字
で
な
い
と
意
味
が
逆
に
な
る
の
で
お
か

し
い
が
、
元
能
の
記
憶
が
「
早
く
動
か
さ
ね
ば
捻
ぢ
つ
け
て
止
む
べ
し
」
で
あ
る
の
を
本
人
も
不
審
に
思
っ
た
結
果
が
「
幼
く
て
聞
し
間
、

よ
く
も
覚
え
ず
」
と
い
う
自
注
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
阿
弥
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、「
静
か
な
り
し
夜
」
に
〈
砧
〉
に
つ
い
て
語
っ
た
よ
う
な
形
で
幼
い
元
能
に
向
け
て

語
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
は
「
芸
談
」
で
は
な
く
、
実
際
の
稽
古
の
場
で
、
身
体
を
動
か
し
舞
っ
て
い
る
元
能
に
向
け
て
発
せ
ら
れ

た
も
の
だ
と
理
解
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
ま
た
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
（
自
分
の
指
の
先
を
見
る
）
と
こ
う
す
べ
き
こ
と
（
肩
と

首
の
間
隔
を
空
け
手
先
を
上
げ
る
）
を
並
べ
て
教
え
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
も
他
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の
例
を
含
め
て
再
説
す
る
。

【
大
人
の
稽
古
】

『
年
来
稽
古
条
々
』
に
話
を
戻
そ
う
。
変
声
期
の
危
機
を
乗
り
越
え
「
一
期
の
芸
能
の
定
ま
る
初
め
な
り
」
と
さ
れ
る
「
二
十
四
五
」

は
、「
こ
の
頃
の
花
こ
そ
初
心
」
と
戒
め
ら
れ
る
時
期
で
も
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
世
間
か
ら
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
時
期
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
の
頃
の
稽
古
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

＊

た
と
ひ
、
人
も
褒
め
、
名
人
な
ど
に
勝
つ
と
も
、
こ
れ
は
一
旦
め
づ
ら
し
き
花
な
り
と
思
ひ
悟
り
て
、
い
よ
〳
〵
物
ま
ね
を
も
直

に
し
定
め
、
名
を
得
た
ら
ん
人
に
事
を
細
に
問
ひ
て
、
稽
古
を
い
や
増
し
に
す
べ
し
。（
二
十
四
五
）

当
然
な
が
ら
、
子
供
が
一
人
前
に
な
る
ま
で
の
稽
古
と
、
一
人
前
に
な
っ
た
役
者
が
そ
こ
か
ら
物
数
を
増
や
し
芸
の
位
を
上
げ
て
い
く

稽
古
と
は
、
ま
っ
た
く
違
う
は
ず
で
あ
る
。
世
阿
弥
伝
書
の
「
稽
古
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
よ
り
広
く
ほ
ぼ
「
芸
の
修
行
」
と
同
じ
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
（
4
）、

こ
こ
に
見
え
る
「
稽
古
」
も
、
自
分
で
考
え
工
夫
す
る
こ
と
な
ど
も
含
む
の
だ
ろ
う
。

「
名
を
得
た
ら
ん
人
に
事
を
細
に
問
ひ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
名
人
の
前
で
謡
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
て
悪
い
と
こ
ろ
を
直
し
て
も
ら

う
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
名
人
上
手
の
演
技
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
る
こ
と
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
た
だ
し
、

『
花
鏡
』
に
は
「
至
り
た
る
上
手
の
能
を
ば
、
師
に
よ
く
習
ひ
て
は
似
す
べ
し
。
習
は
で
は
似
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、『
至

花
道
』
に
は
「
た
だ
、
初
心
の
人
は
、
常
に
師
に
近
づ
き
て
、
不
審
を
立
て
ゝ
、
我
芸
の
位
の
程
を
、
よ
く
〳
〵
問
ひ
明
ら
む
べ
し
」
の

よ
う
な
教
え
も
見
え
る
。
他
座
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
世
阿
弥
の
周
辺
で
は
や
っ
と
「
初
心
」
の
位
置
に
立
っ
た
青
年
が
、
勝
手
に
名
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人
上
手
の
真
似
を
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
世
阿
弥
の
禅
へ
の
傾
倒
や
禅
に
お
け
る
師
弟
関
係
の
影
響
な
ど
を
差

し
引
い
て
も
、
能
の
技
芸
が
継
承
さ
れ
る
場
と
し
て
、
師
と
弟
子
の
関
係
が
最
も
重
要
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
少
な
く

と
も
世
阿
弥
周
辺
に
お
い
て
は
、
子
供
に
基
礎
的
な
こ
と
を
教
え
込
ん
で
青
年
ま
で
育
て
れ
ば
一
人
前
の
役
者
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
当
時
の
「
見
所
」
の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
高
貴
な
身
分
の
物
真
似
に
つ
い
て
、「
能
々
言
葉
を
尋
ね
、
品
を
求
め
て
、

見
所
の
御
意
見
を
待
つ
べ
き
を
や
」
と
言
う
『
花
伝
第
二
物
学
条
々
』
の
序
、
ま
た
、
女
だ
か
ら
と
「
身
を
美
し
く
せ
ん
」
ば
か
り
す
る

演
技
に
つ
い
て
「
見
所
の
人
」
が
、「
萎
へ
た
る
ぞ
」「
弱
き
ぞ
」
と
諫
め
る
と
い
う
『
拾
玉
得
花
』
の
記
述
、
細
川
満
元
が
〈
松
風
〉
の

謡
の
節
を
変
え
た
と
い
う
『
申
楽
談
儀
』
所
載
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
か
ら
は
、
世
阿
弥
た
ち
が
見
所
の
批
評
を
仰
ぎ
、
貴
人
の
好
み
に
合
う

芸
を
磨
い
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。

右
の
諸
例
か
ら
、
大
人
の
役
者
に
と
っ
て
の
「
稽
古
」
は
、
自
分
か
ら
師
や
名
人
上
手
に
教
え
を
請
い
、
芸
を
見
て
学
び
、
見
所
の
批

判
に
耳
を
傾
け
る
と
い
っ
た
姿
勢
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
判
る
が
、
本
稿
で
問
題
に
し
た
い
「
稽
古
」
は
も
っ
と
現
代
の
用
法
に
近
い
、

よ
り
実
践
的
な
や
り
と
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
三
道
』
で
、「
さ
の
み
に
年
寄
り
た
る
為
手
」
が
演
じ
れ
ば
「
見
所
の
思
ひ
な
し
、
さ

ら
に
そ
れ
に
な
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
〈
敦
盛
〉
や
〈
清
経
〉
は
、
つ
ま
り
若
い
役
者
の
た
め
の
曲
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
若
く
初
心
の

役
者
に
世
阿
弥
は
〈
敦
盛
〉
や
〈
清
経
〉
の
演
じ
方
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
た
の
か
。
現
存
の
世
阿
弥
自
筆
能
本
〈
江
口
〉
や
〈
松
浦
之

能
〉
に
は
重
要
な
演
技
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
書
き
込
み
の
あ
る
〈
敦
盛
〉
や
〈
清
経
〉
の
能
本
を

伝
授
さ
れ
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
は
自
分
で
演
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
う
え
で
、
判
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
「
師
に
近
づ
き
て
不
審
を
立

て
」、
見
所
の
批
判
に
耳
を
傾
け
れ
ば
良
か
っ
た
の
か
。

そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
、
も
っ
と
実
践
的
な
稽
古
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。
師
匠
が
張
盤
を
張
扇
で



22

打
ち
な
が
ら
謡
い
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
弟
子
が
舞
う
、
と
い
う
現
在
の
稽
古
風
景
と
は
も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と

も
世
阿
弥
と
そ
の
子
息
た
ち
の
間
に
は
、
現
在
と
同
じ
用
法
で
の
実
践
的
な
「
稽
古
」
の
場
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
、
そ
の
痕
跡

を
世
阿
弥
の
伝
書
、
特
に
『
申
楽
談
儀
』
の
記
事
の
中
に
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
『
申
楽
談
儀
』
か
ら
窺
え
る
稽
古
の
あ
り
方

【
芸
談
か
稽
古
の
記
録
か
】

世
阿
弥
伝
書
の
う
ち
、
具
体
的
な
演
技
・
演
出
に
つ
い
て
最
も
情
報
が
多
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
申
楽
談
儀
』
で
あ
る
。
能
の

作
り
方
に
関
し
て
は
『
三
道
』
を
、
謡
の
調
子
に
関
す
る
話
は
『
風
曲
集
』
を
傍
に
お
い
て
語
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
聞
い
た
ま
ま
の
記
録
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
ご
と
に
元
能
が
ま
と
め
直
し
て
い
る
と
い
う
の
も
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

同
書
が
世
阿
弥
当
時
の
能
の
実
態
を
伝
え
る
貴
重
な
「
芸
談
」
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
の
う
え
で
、
世
阿
弥
が
元
能
に
語
っ
た
こ
と
と
語

ら
な
か
っ
た
こ
と
の
見
極
め
（
5
）や

、
そ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
る
文
の
主
体
が
世
阿
弥
な
の
か
元
能
な
の
か
の
検
討
（
6
）な

ど
も
行
わ
れ
て
い
る
。

同
書
が
芸
談
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
謡
や
所
作
に
関
す
る
条
の
中
に
は
、
よ
り
具
体
的
で
瞬
発
的
な
発
言
、

稽
古
の
場
で
咄
嗟
に
出
た
言
葉
が
記
録
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
芸
談
」
の
定
義
も
明
確
で
は
な
い
が
、
現
代
の

「
芸
談
」
の
よ
う
に
、
ま
と
ま
っ
た
時
間
を
取
り
、
記
録
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
は
ず
だ
。
特
に
個
々
の
曲
の
演
じ
方
に
つ
い
て
の

細
か
な
指
示
、
ご
く
一
部
の
謡
の
節
や
拍
子
に
関
す
る
注
意
な
ど
は
、
従
来
、
そ
れ
を
書
き
留
め
て
あ
る
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

が
、
芸
談
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
か
ら
理
解
が
難
し
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
細
切
れ
の
コ
メ
ン
ト
こ
そ
が
、
本
稿
の
探

し
て
い
る
世
阿
弥
時
代
の
稽
古
の
実
録
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、
以
下
で
は
『
申
楽
談
儀
』
の
い
く
つ
か
の
条



23 世阿弥時代の「わざ」の継承

を
読
み
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
記
事
は
『
申
楽
談
儀
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

第
2
条
「
万
事
か
ゝ
り
也
」、
第
3
条
「
よ
ろ
づ
の
物
ま
ね
は
心
根
な
り
」
と
、
音
曲
関
係
の
注
意
を
記
す
第
10
〜
12
条
、
装
束
や
小

道
具
に
言
及
す
る
第
18
条
に
は
、
個
別
の
曲
の
舞
い
方
や
謡
い
方
、
出
立
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
示
が
あ
る
。
謡
に
関
す
る
指
示
は
、

特
定
の
曲
の
ご
く
限
定
さ
れ
た
箇
所
に
関
す
る
短
い
一
言
が
多
く
、
ま
た
音
源
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
当
然
な
が
ら
、
意
味
不
明
の
記
事

が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
細
か
な
記
事
を
並
べ
て
み
る
と
、
世
阿
弥
の
指
示
の
仕
方
、
あ
る
い
は
元
能
の
書
き
留
め
方
に
は
、「
こ
う

や
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
う
す
る
の
だ
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
他
座
の
人
間
の

や
り
方
や
「
今
ほ
ど
、
若
者
」
の
や
り
方
を
批
判
す
る
記
事
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
構
造
の
文
章
に
な
る
の
は
当
然
だ
が
、
細
か
な
謡
い

方
で
も
所
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
も
、
正
し
い
や
り
方
を
、
単
に
「
こ
う
謡
え
」「
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
こ
う
し
ろ
」
と
教
え
る
の
で
は
な

く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
こ
う
や
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
た
（
書
い
た
）
う
え
で
正
し
い
や
り
方
を
教
え
て
い
る
例
が
、
一
定
数
、
そ
れ
も

無
視
で
き
な
い
ほ
ど
、
在
る
の
で
あ
る
。

以
下
の
議
論
の
便
宜
の
た
め
、
表
を
二
つ
作
成
し
た
。
表
1
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、「
こ
う
や
っ
て
は
駄
目
で
、
正
し
く
は
こ

う
や
る
の
だ
（
Ａ
で
は
な
く
て
Ｂ
）」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
教
え
を
集
め
、「
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
（
べ
か
ら
ず
）」
を
述
べ
る
部
分

と
「
こ
う
す
べ
き
こ
と
（
べ
し
）」
を
述
べ
る
部
分
に
切
り
分
け
て
並
べ
て
あ
る
。
Ｂ
の
部
分
が
な
い
場
合
も
僅
か
に
あ
る
が
、
後
述
の

よ
う
に
同
類
と
判
断
し
て
表
1
に
加
え
、「
べ
し
」
の
欄
は
＊
＊
で
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
世
阿
弥
の
実
技
に
関
す
る
教
え
が
す
べ
て
こ

の
形
な
わ
け
で
は
な
い
。
ご
く
限
定
的
な
箇
所
の
謡
い
方
を
列
記
す
る
場
合
な
ど
に
は
、
単
に
「
〜
せ
よ
」
と
だ
け
言
う
（
記
す
）
例
も

多
い
の
で
、
表
2
に
は
、
そ
う
し
た
例
も
含
め
、
第
2
条
・
3
条
・
10
〜
12
条
に
見
え
る
実
技
関
係
の
具
体
的
な
教
え
を
ま
と
め
て
載
せ

た
。「
べ
か
ら
ず
」
の
欄
の
★
★
は
、「
こ
う
や
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
指
示
が
無
い
と
い
う
印
で
あ
る
。
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機にて送る也。事によるべし。文字にて送る、きたなきこと也。謡一般12

「月は一、影は二、満つ汐の」、「満つ」と映る所に、
声枕をちと持つべし。……心根に持つべし。声枕とあらはれたるは悪し。松風12

此「は」をば息にて引く也。「あしがりや」、同事也。「いかなれば道のくには」の「は」、ひきずる、き
たなし。鵜羽12

直に云べし。錦木の初めの謡、「くやしき頼み」の「き」、当ら
ぬ也。…いたはりて云所を似する程に、延ぶる也。錦木12

きつと機にて止むれば、急有てよし美しく謡ふ斗にて、止めにきつとなき也。謡一般12

音曲をば､呂律＋＋と謡ふべし。「あひ見ばやと思ひ
て、果てし所を尋ぬれ共、うたかたの」、「うたか
た」をば律にて言ひ出すべし。

かやうの所を、同じ呂の声出しならば、悪かるべ
し。丹後物狂12

＊＊「ともの物狂と」、こゝは節にかゝるまじ。花筐11
「恐ろしや」と云所、りやうをかけてちうに言ふ所を今程永むる、悪し。花筐11

「由なや」と云切りて、「何を」と言ふべし。「由な
や」をば寄すべし。「由なや何を、問ひ給ふ」と続くるが悪き也。求塚11

＊＊「款冬あやまつて」、訛らかすこと有まじ。雲雀山10

「光源氏と名を呼ばる」、此「と」文字、律にて突く
べし。同じ声にては突くべからず。須磨源氏10

「皆人は六塵」と、急に「わ」を言ひ捨てゝ、直に
移るべし。「六塵」、下より言ふ、悪き也。江口10

＊＊「春ごとに君をいはひて」、「はひて」と張るべか
らず。雪山10

＊＊「恵み久し」、「久」と訛れば悪し。鵜羽10

直に云べし。「とりわき神風や、はじめたてまつり」、「たて」
と当る、悪し。不明10

かやうの時は、「ねん」と、拍子やうのかゝり成べ
し。是は節也。「一念弥陀仏」の「念」、直に言へば硬し。重衡10

直に云べし。「うけつぐ国」、「つぐ」と当る、悪し。夏の祝言10

「貸さば」の「ば」より下ぐべし。「人の宿をば貸さばこそ」、言ひ掛けて落す、悪し。
さやうのこともあれ共、こゝにては悪し。不明10

舞を見ぬ舞有。…首筋などをも、ねそますやうに持
ちて、肩と首との間、遠くなすやうにして、手先を
上ぐべし。

舞を見るとは、わが舞ふ時の指の先などを、目を
やる也。童舞？3

腰と膝とにて返る也。張りたる弓の反り深きを外す
やう成べし。時の間にちらりと返るべし。…高く返
りて低く納むべし。

返る時、後に露ほども身が有ては悪かるべし。反返り3

橋がかり抱へて持つて、「あは舞うよ＋＋」と衆人
に見すべし。舞ふべからず。後に手も詰まりて悪し。橋掛の舞3

「花の物いふは」と言ひ続くる心根にて、続くるう
ちに、いづくよりも知らずちやうど踏む

今ほど、若者、拍子を本に、言ひ切りて踏む也。
をかしきこと也。丹後物狂3

「呼子鳥」と云心根を、いまだ見物衆に持たせて、
其匂ひを少し風情に籠めて、「誘はれし」と一声に
移るべし。

「…呼子鳥」と狂い出して、あまりに久狂いて、
「誘はれし」と一声になす、悪し。高野物狂3

人の謡ふまでうつぶき入て、其うちよりくどき出だ
すべし。そうじて、女の能がかり、うつこみて、
時々そゝと顔など見上げたるべし。

此女、（思ひ入れてすべきを）、皆浅くする也経盛3

「待つこと有れや有明の」、かやうの所、次第＋＋に
寄すべし。押し掛けたるまでは又なし。右近2

「思ふこと、＋＋」…音曲が悠々と有て、音曲にて
風情をする所也。早く言ふによりて、為手の風情もなし。丹後物狂2

「いつかさて尋ぬる人を」など、軽々早々と謡ふべし。遅くてはかゝり延ぶべし。高野物狂2

「月に見ゆるも」とて、扇を高く上げて、月を本に
し、人をば少目にかけて、をぼ＋＋とし、し納めた
らば、面白風成べし。

向かへる人に扇をかざして、月をば少も目にかけ
で、かい屈みたる体に有ゆへに、見苦しき也。姨捨2

「らん」から帰るべし。「松風斗や残るらん」に、「残る」から帰るほどに、
面白もなき也。松風2

「わが跡弔ひて」迄はかゝへて持ちて、「いとま申
て」と云所より寄りて、「かへる」と云時帰れば、
面白き也。

「わが跡弔ひて賜び給へ」の所より寄らば、風情
延ぶべし。松風2

べしべからず曲目他条項

表 1
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前場下ゲ哥「由なや」と云切りて、「何を」と言ふべし。
「由なや」をば寄すべし。

「由なや何を、問ひ給ふ」と続くるが悪き
也。求塚11

ワキ名ノリ「公光と申もの也」、「物也」と云放つべし。★★雲林院10
＊＊「款冬あやまつて」、訛らかすこと有まじ。雲雀山10

独立の謡物？「光源氏と名を呼ばる」、此「と」文字、律に
て突くべし。同じ声にては突くべからず。須磨源氏10

クセ「皆人は六塵」と、急に「わ」を言ひ捨てゝ、
直に移るべし。「六塵」、下より言ふ、悪き也。江口10

独立の謡物「老翁いまだ」、「いまだ」を直に云べし。★★白髭曲舞10

クセ「ゆふべの風に誘はれ」、「ゆふべ」の「べ」
を下べし。★★江口10

独立の謡物＊＊「春ごとに君をいはひて」、「はひて」と張
るべからず。雪山10

ロンギ前＊＊「恵み久し」、「久」と訛れば悪し。鵜羽10

不明の謡直に云べし。「とりわき神風や、はじめたてまつり」、
「たて」と当る、悪し。不明10

クセかやうの時は、「ねん」と、拍子やうのかゝ
り成べし。是は節也。「一念弥陀仏」の「念」、直に言へば硬し。重衡10

クセ「三笠の森」の「の」文字、直成べし。★★重衡10
独立の謡物直に云べし。「うけつぐ国」、「つぐ」と当る、悪し。夏の祝言10

不明の謡「貸さば」の「ば」より下ぐべし。
「人の宿をば貸さばこそ」、言ひ掛けて落す、
悪し。さやうのこともあれ共、こゝにては
悪し。

不明10

演技
腰と膝とにて返る也。張りたる弓の反り深き
を外すやう成べし。時の間にちらりと返るべ
し。…高く返りて低く納むべし。

返る時、後に露ほども身が有ては悪かるべ
し。反返り3

演技「宵々に」、ちやうど踏む、同じ。いと大事の
拍子也。★★船橋3

カケリ前後
「花の物いふは」と言ひ続くる心根にて、続
くるうちに、いづくよりも知らずちやうど踏
む

今ほど、若者、拍子を本に、言ひ切りて踏
む也。をかしきこと也。丹後物狂3

カケリ前後
「呼子鳥」と云心根を、いまだ見物衆に持た
せて、其匂ひを少し風情に籠めて、「誘はれ
し」と一声に移るべし。

「…呼子鳥」と狂い出して、あまりに久狂
いて、「誘はれし」と一声になす、悪し。高野物狂3

演技
人の謡ふまでうつぶき入て、其うちよりくど
き出だすべし。そうじて、女の能がかり、う
つこみて、時々そゝと顔など見上げたるべし。

此女、（思ひ入れてすべきを）、皆浅くする
也経盛3

翔リ後一セイ
「此浮船ぞ寄るべ知られぬ」と云所、肝要也。
そこをば、一日二日にもし果つるやうに、捻
ぢ詰めて納むべし。

★★浮舟3

演技古まうたる松の風になびきたるやうにすべし。★★船橋2

キリ
「思ひの煙の立わかれ」は静かに、渡拍子の
かゝり成べし。此能は、色ある桜に柳の乱れ
たるやうにすべし。

★★恋重荷2

中入前上ゲ哥「待つこと有れや有明の」、かやうの所、次第
＋＋に寄すべし。押し掛けたるまでは又なし。右近2

クルイ「思ふこと、＋＋」…音曲が悠々と有て、音
曲にて風情をする所也。早く言ふによりて、為手の風情もなし。丹後物狂2

クルイ「いつかさて尋ぬる人を」など、軽々早々と
謡ふべし。遅くてはかゝり延ぶべし。高野物狂2

シテ
「月に見ゆるも」とて、扇を高く上げて、月
を本にし、人をば少目にかけて、をぼ＋＋と
し、し納めたらば、面白風成べし。

向かへる人に扇をかざして、月をば少も目
にかけで、かい屈みたる体に有ゆへに、見
苦しき也。

姨捨2

演技「らん」から帰るべし。「松風斗や残るらん」に、「残る」から帰る
ほどに、面白もなき也。松風2

演技
「わが跡弔ひて」迄はかゝへて持ちて、「いと
ま申て」と云所より寄りて、「かへる」と云
時帰れば、面白き也。

「わが跡弔ひて賜び給へ」の所より寄らば、
風情延ぶべし。松風2

備考べしべからず曲目他条項

表 2
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クセ「曇るといふらん」、これはかひなめらかす所
也。★★桜川12

ロンギ
「月は一、影は二、満つ汐の」、「満つ」と映
る所に、声枕をちと持つべし。……心根に持
つべし。

声枕とあらはれたるは悪し。松風12

語リ前上ゲ哥
「何とか出でん円月の、光の陰惜しめ」、かや
うの所、曲也。ちうに云べし。…「きづな
も」などをも、幼な＋＋と繰るべし。

★★経盛12

独立の謡物「春秋を、待つにかひなき別れかな」、此
「春」の「る」を入べし。★★高野の巻12

ロンギ前此「は」をば息にて引く也。「あしがりや」、
同事也。

「いかなれば道のくには」の「は」、ひきず
る、きたなし。鵜羽12

独立の謡物「風波の難を助けしは」、こゝは横主横と行く
所なり。★★西国下12

ロンギ末「しるしの松なれや、有難の〈口伝〉」、名の
有文字移り也。★★箱崎12

クセ「天花に酔ゑりや」、「り」と切りて「や」と
謡ふべし。★★鼓滝12

独立の謡物
「何をか種とおもひ子の」…「をも」の下に
声枕を一置きて、「おもひ子」の「い」を二
突くべし。

（露程も心の塵あらば、悪かるべし。）初瀬六代12

曲舞硬き文字一有。拈弄すべし。★★土車12

前場上ゲ哥直に云べし。
錦木の初めの謡、「くやしき頼み」の「き」、
当らぬ也。…いたはりて云所を似する程に、
延ぶる也。

錦木12

前場上ゲ哥

「鬼ぞ撞く成、恐ろしや」に「撞く成」と突
ゐて云はゞ「をそろ」の「ろ」を納めて言ふ
べし。「撞く成」と直に云はゞ、「をそ」の
「そ」に心を入て、突きて言ふべし。

★★重衡12

シテツレサシ「海士の家、里離れ成通ひ路」、「海士の家」
を重く、「通ひ路の」を軽く言ふべし。★★松風12

前シテ一セイ「花ぐるま」、「ま」にて永むる。「ま」大事の
字也。★★右近12

クセ

「そなたの空よと」の「よ」をば、幼く、ち
やと突くべし。「わが待つ人よりのをとづれ」
の「を」文字、盗むべし。「よしや思へば」、
「も」を持つべし。

（「班女が閨」と移る所、深くても浅くても
悪かるべし。）班女12

前場上ゲ哥
「布留野に立てる三輪の神」まで大事に言ひ
て、「其しるし見えて」とやす＋＋軽々と謡
ふべし。

★★布留12

語リ
泣き＋＋女問うことなれば、ほろりと言うて、
さるからけなげに有べき所に眼を着けて言ふ
べし。

（弁慶などの言ふことに変るべし。）経盛12

クセ前半
音曲をば､呂律＋＋と謡ふべし。「あひ見ばや
と思ひて、果てし所を尋ぬれ共、うたかた
の」、「うたかた」をば律にて言ひ出すべし。

かやうの所を、同じ呂の声出しならば、悪
かるべし。丹後物狂12

前場上ゲ哥
「…張るや繰るらん糸柳の」、の「の」文字、
「柳」にて切りて、「の思ひ乱るゝ」と言ふべ
し。

★★昭君11

散逸曲サシ「寂寞たる深谷」、張るべし。★★松が崎11

後半上ゲ哥

「人間憂ひの花盛り、無常の嵐音添ひ」の、
「無常の」と移る所、悠々としても延ぶべし。
りやうかん大事也。「無常」の「む」を盗み
て、「じやうの」といふ文字の先を切るべし。

★★隅田川11

クルイ「言はれさせ」、「させ」と急に切るべし。★★花筐11
クルイ＊＊「ともの物狂と」、こゝは節にかゝるまじ。花筐11

クルイ「恐ろしや」と云所、りやうをかけてちうに
言ふ所を今程永むる、悪し。花筐11

シテサシ
「…所からとて面白さよ」、「面」を持ちて、
「白」を拾ふべし。「時知らぬ山と詠みしも」、
かやうの「山」と云所、寄する也。

（かやうの所にて、音曲延ぶる也）富士山11
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【
予
め
の
注
意
か
叱
責
か
】

ま
ず
、
謡
関
係
の
指
示
で
特
に
「
Ａ
で
は
な
く
て
Ｂ
」
の
パ
タ
ー
ン
の
多
い
第
10
条
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
第
10
条
は
謡
の
訛
り
に

つ
い
て
の
論
で
、
冒
頭
に
「
文
字
訛
り
」
と
「
節
訛
り
」
の
定
義
を
述
べ
、「
別
本
聞
書
」
に
も
見
え
る
〈
由
良
湊
曲
舞
〉
と
謡
物
の

〈
女
郎
花
〉
の
節
訛
り
の
話
を
記
し
た
後
、
以
下
の
様
な
個
別
の
論
が
続
く
。「
や
っ
て
は
い
け
な
い
」
教
え
に
は
二
重
傍
線
を
、「
こ
う

し
ろ
」
と
い
う
教
え
に
は
単
線
の
傍
線
を
付
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
謡
に
つ
い
て
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
と
正
し
い
や
り
方
が

セ
ッ
ト
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
◎
、「
〜
べ
し
」
の
み
の
場
合
は
○
で
示
し
区
別
を
し
て
い
る
。
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
の
み
が

書
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
・
を
付
し
た
う
え
で
、
◎
も
加
え
て
い
る
。〈
鵜
羽
〉〈
雪
山
〉〈
雲
雀
山
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
訛
れ
ば
悪
し
」

「
張
る
べ
か
ら
ず
」「
訛
ら
か
す
こ
と
有
ま
じ
」
と
い
う
「
や
っ
て
は
い
け
な
い
」
の
情
報
が
あ
れ
ば
、「
こ
う
す
べ
き
」
の
部
分
は
自
動

的
に
「
訛
ら
な
い
」「
張
ら
な
い
」
と
い
う
指
示
に
な
り
、
後
半
に
何
も
書
く
必
要
が
な
か
っ
た
（
書
か
な
い
方
が
自
然
）
と
判
断
で
き

る
た
め
で
あ
る
。

○
「
小
野
の
小
町
は
」
の
「
は
」、
硬
き
文
字
也
。
言
ひ
捨
つ
べ
し
。（
実
方
）

◎
「
人
の
宿
を
ば
貸
さ
ば
こ
そ
」、
言
ひ
掛
け
て
落
す
、
悪
し
。
さ
や
う
の
こ
と
も
あ
れ
共
、
こ
ゝ
に
て
は
悪
し
。「
貸
さ
ば
」
の

「
ば
」
よ
り
下
ぐ
べ
し
。（
不
明
曲
）

◎

夏
の
祝
言
に
、「
う
け
つ
ぐ
国
」、「
つ
ぐ
」
と
当
る
、
悪
し
。
直
に
云
べ
し
。（
夏
の
祝
言
）

○
「
三
笠
の
森
」
の
「
の
」
文
字
、
直
成
べ
し
。（
重
衡
）

◎
「
一
念
弥
陀
仏
」
の
「
念
」、
直
に
言
へ
ば
硬
し
。
か
や
う
の
時
は
、「
ね
ん
」
と
、
拍
子
や
う
の
か
ゝ
り
成
べ
し
。
是
は
節
也
。
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（
重
衡
）

◎
「
と
り
わ
き
神
風
や
、
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
」、「
た
て
」
と
当
る
、
悪
し
。
直
に
云
べ
し
。（
不
明
曲
）

◎
・「
恵
み
久
し
」、「
久
」
と
訛
れ
ば
悪
し
。（
鵜
羽
）

◎
・「
春
ご
と
に
君
を
い
は
ひ
て
」、「
は
ひ
て
」
と
張
る
べ
か
ら
ず
。（
雪
山
）

○
「
ゆ
ふ
べ
の
風
に
誘
は
れ
」、「
ゆ
ふ
べ
」
の
「
べ
」
を
下
べ
し
。（
江
口
）

○
「
老
翁
い
ま
だ
」、「
い
ま
だ
」
を
直
に
云
べ
し
。（
白
髭
曲
舞
）

◎
「
げ
に
や
皆
人
は
、
六
塵
の
境
に
迷
ひ
」、「
皆
人
は
六
塵
」
と
、
急
に
「
わ
」
を
言
ひ
捨
て
ゝ
、
直
に
移
る
べ
し
。「
六
塵
」、
下

よ
り
言
ふ
、
悪
き
也
。（
江
口
）

◎
「
光
源
氏
と
名
を
呼
ば
る
」、
此
「
と
」
文
字
、
律
に
て
突
く
べ
し
。
同
じ
声
に
て
は
突
く
べ
か
ら
ず
。
南
阿
弥
陀
仏
、
面
白
し
と

い
は
れ
し
節
也
。（
須
磨
源
氏
）

◎
・「
款
冬
あ
や
ま
つ
て
」、
訛
ら
か
す
こ
と
有
ま
じ
。
喜
阿
、
音
曲
の
上
手
に
て
時
々
申
、
ま
ね
を
ば
す
べ
か
ら
ず
。（
雲
雀
山
）

○
「
公
光
と
申
も
の
也
」、「
物
也
」
と
云
放
つ
べ
し
。（
雲
林
院
）

こ
れ
ら
は
み
な
謡
い
方
に
つ
い
て
の
非
常
に
こ
ま
か
な
注
意
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
能
の
、
こ
れ
ほ
ど
限
定
さ
れ
た
ご
く
一
部

に
つ
い
て
だ
け
、
世
阿
弥
が
突
然
「
こ
こ
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
」
と
意
識
し
、
取
り
上
げ
て
語
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
は
「
芸
談
」
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
◎
を
付
し
た
諸
注
意
は
、
稽
古
の
場
で
実
際
に
下
手
な
謡
、
間
違
っ
た
謡
い
方
を
聞

い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
い
や
そ
う
で
は
な
い
、
こ
う
謡
う
の
だ
」
と
そ
の
場
で
口
か
ら
出
た
注
意
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ほ
ど
限

定
的
で
、
し
か
も
駄
目
出
し
と
セ
ッ
ト
の
教
え
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
よ
う
な
言
い
回
し
の
例
は
、
11
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条
・
12
条
に
も
僅
か
な
が
ら
見
い
だ
せ
る
。

◎
「
由
な
や
何
を
、
問
ひ
給
ふ
」
と
続
く
る
が
悪
き
也
。「
由
な
や
」
と
云
切
り
て
、「
何
を
」
と
言
ふ
べ
し
。「
由
な
や
」
を
ば
寄
す

べ
し
。（
11
条
。
求
塚
）

◎

錦
木
の
初
め
の
謡
、「
く
や
し
き
頼
み
」
の
「
き
」、
当
ら
ぬ
也
。
直
に
云
べ
し
。
い
た
は
り
て
云
所
を
似
す
る
程
に
、
延
ぶ
る
也
。

（
12
条
。
錦
木
）

◎
「
い
か
な
れ
ば
道
の
く
に
は
」
の
「
は
」、
ひ
き
ず
る
、
き
た
な
し
。
此
「
は
」
を
ば
息
に
て
引
く
也
。（
12
条
。
鵜
羽
）

も
ち
ろ
ん
、
稽
古
の
場
で
の
発
言
だ
と
し
て
も
、
弟
子
が
間
違
っ
た
謡
い
方
を
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
点
を
伝
え
る
よ
う
な
こ
と

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
○
を
付
け
た
教
え
は
そ
う
読
む
の
が
自
然
だ
ろ
う
し
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
◎
を
付
け
た
教
え
の
「
Ａ
で
は
な
く

て
」
部
分
も
、
予
め
の
注
意
点
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
は
駄
目
出
し
と
考
え
て
良
い
よ
う
だ
。

な
ぜ
な
ら
右
に
引
用
し
て
き
た
◎
の
太
字
部
分
の
表
現
は
、「
も
し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
駄

目
な
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
仮
定
の
言
い
方
で
は
な
く
、
連
体
形
や
已
然
形
を
用
い
て
「
悪
し
」
で
受
け
る
、
断
定
的
で
強
い
言
い
方
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
、
次
の
諸
例
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
口
調
の
違
い
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

＊

返
る
時
、
後
に
露
ほ
ど
も
身
が
有
て
は
悪
か
る
べ
し
。（
3
条

反
返
り
）

＊

音
曲
を
ば
、
呂
律
〳
〵
と
謡
ふ
べ
し
。
…
「
う
た
か
た
」
を
ば
律
に
て
言
ひ
出
す
べ
し
。
か
や
う
の
所
を
、
同
じ
呂
の
声
出
し

な
ら
ば
、悪
か
る
べ
し
。（
12
条

丹
後
物
狂
）
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＊
「
班
女
が
閨
」
と
移
る
所
、
深
く
て
も
浅
く
て
も
悪
か
る
べ
し
。（
12
条

班
女
）

＊

露
程
も
心
の
塵
あ
ら
ば
、悪
か
る
べ
し
。（
12
条

初
瀬
六
代
）

右
の
網
か
け
部
分
の
言
い
方
と
違
い
、
太
字
で
示
し
た
文
言
を
含
む
注
意
は
、「
落
と
す
（
あ
た
る
）
と
こ
ろ
が
悪
い
」「
直
に
言
う
か

ら
硬
く
聞
こ
え
る
の
だ
」「
訛
る
か
ら
悪
い
」「（
真
意
を
理
解
せ
ず
に
表
面
的
に
）
似
せ
る
か
ら
延
び
る
の
だ
」「
ひ
き
ず
っ
て
謡
う
の
が

汚
い
」
等
々
、
ど
れ
も
具
体
的
、
限
定
的
で
、
し
か
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
師
の
叱
責
の
言
葉
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
仮
定
形
で
は
な
い
コ
メ
ン
ト
の
中
に
は
、

＊

此
女
、
思
ひ
入
れ
て
す
べ
き
を
、
皆
浅
く
す
る
也
。（
3
条

経
盛
）

＊

…
続
く
る
う
ち
に
、
い
づ
く
よ
り
も
知
ら
ず
ち
や
う
ど
踏
む
。
今
ほ
ど
、
若
者
、
拍
子
を
本
に
、
言
ひ
き
り
て
踏
む
也
。
を
か
し

き
こ
と
也
。（
3
条

高
野
物
狂
）

＊
「
恐
ろ
し
や
」
と
云
所
、
り
や
う
を
か
け
て
ち
う
に
言
ふ
所
を
、
今
程
永
む
る
、
悪
し
。（
11
条

花
筐
）

の
よ
う
に
、
批
判
の
対
象
が
よ
り
広
く
今
時
の
若
い
役
者
な
ど
に
向
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
広
い
対
象
に
向
け
て
の
批
判
を
繰

り
出
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
も
、
や
は
り
、
目
の
前
の
弟
子
が
演
じ
た
至
ら
ぬ
芸
だ
っ
た
と
考
え
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
能
あ
る
い
は
謡
物
に
は
、
大
事
な
習
い
が
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
を
弟
子
が
ク
リ
ア
し
て
い
れ
ば
言
及

さ
れ
な
い
。
間
違
え
て
い
る
か
ら
「
そ
う
で
は
な
く
て
こ
う
だ
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
、
注
意
さ
れ
た
弟
子
（
お
そ
ら
く
元
能
自
身
）
も

そ
れ
を
書
き
留
め
て
お
い
た
。
特
に
第
10
条
の
謡
に
関
す
る
諸
注
意
な
ど
は
、
そ
う
し
た
メ
モ
の
集
積
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
正
し
い
や
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り
方
だ
け
で
な
く
、
何
が
悪
か
っ
た
の
か
、
ど
こ
を
注
意
さ
れ
た
の
か
も
併
せ
て
記
録
し
て
お
く
と
い
う
態
度
は
、
我
々
が
師
に
つ
い
て

何
か
を
習
う
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
と
言
え
る
。

三

世
阿
弥
が
め
ざ
し
た
ワ
ザ

謡
に
関
す
る
注
意
は
、
あ
ま
り
に
細
か
す
ぎ
て
実
際
に
ど
う
謡
え
ば
よ
い
の
か
判
ら
な
い
部
分
が
多
い
が
、
第
2
条
と
第
3
条
に
書
か

れ
る
教
え
は
も
う
少
し
大
き
な
括
り
で
の
演
技
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
世
阿
弥
の
意
図
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
見
え
る
。
本
節
で
は
、

こ
こ
に
出
て
く
る
世
阿
弥
の
教
え
や
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
考
え
る
。

ま
ず
、〈
高
野
物
狂
〉
と
〈
丹
後
物
狂
〉
が
、
第
2
条
と
第
3
条
の
両
方
に
並
ん
で
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
引
く
。
次
の
四
例
も
、

先
ほ
ど
10
条
で
見
た
の
と
同
様
に
「
Ａ
で
は
な
く
て
Ｂ
」
の
構
造
で
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
演
じ
方
と
正
し
い
演
じ
方
を
セ
ッ
ト
に
し
て

教
え
て
お
り
、
ま
た
太
字
部
分
の
「
〜
し
て
い
る
の
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
口
調
も
同
じ
で
あ
る
。

第
2
条

＊

高
野
の
能
に
、「
い
つ
か
さ
て
尋
ぬ
る
人
を
」
な
ど
、
軽
々
早
々
と
謡
ふ
べ
し
。
こ
と
に
か
や
う
の
所
、
遅
く
て
は
か
ゝ
り
延
ぶ

べ
し
。

＊

丹
後
物
狂
、「
思
ふ
こ
と
、
〳
〵
、
な
く
て
や
見
ま
し
与
謝
の
海
の
」、
か
や
う
の
所
、
音
曲
が
悠
々
と
有
て
、
音
曲
に
て
風
情
を

す
る
所
也
。
其
を
、
早
く
言
ふ
に
よ
り
て
、
為
手
の
風
情
も
な
し
。
い
か
に
も
か
ゝ
り
た
る
音
曲
成
べ
し
。

第
3
条

＊
「
文
こ
そ
君
の
形
見
な
れ
、
あ
ら
お
ぼ
つ
か
な
の
御
ゆ
く
ゑ
や
な
。
呼
子
鳥
」
と
狂
い
出
し
て
、
あ
ま
り
に
久
狂
い
て
、「
誘
は
れ
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し
」
と
一
声
に
な
す
、
悪
し
。「
呼
子
鳥
」
と
云
心
根
を
、
い
ま
だ
見
物
衆
に
持
た
せ
て
、
其
匂
ひ
を
少
し
風
情
に
籠
め
て
、「
誘
は

れ
し
」
と
一
声
に
移
る
べ
し
。（
高
野
物
狂
）

＊

丹
後
物
狂
に
、「
花
の
物
い
ふ
は
」
の
ほ
ろ
ほ
の
拍
子
、
ち
や
う
ど
踏
む
、
拍
子
を
色
ど
り
て
踏
む
也
。「
花
の
物
い
ふ
は
」
と
言

ひ
続
く
る
心
根
に
て
、
続
く
る
う
ち
に
、
い
づ
く
よ
り
も
知
ら
ず
ち
や
う
ど
踏
む
を
、
今
ほ
ど
、
若
者
、
拍
子
を
本
に
、
言
ひ
切
り

て
踏
む
也
。
を
か
し
き
こ
と
也
。

前
節
で
見
た
謡
に
関
す
る
教
え
と
同
様
、
両
曲
に
関
す
る
右
の
コ
メ
ン
ト
も
、
実
際
の
稽
古
の
場
で
元
能
自
身
や
元
雅
な
ど
が
世
阿
弥

の
意
に
背
く
演
じ
方
を
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
で
何
度
も
世
阿
弥
の
意
に
染
ま
ぬ
〈
高
野
物
狂
〉
や
〈
丹
後
物
狂
〉

が
上
演
さ
れ
、
世
阿
弥
が
そ
う
し
た
機
会
に
見
た
悪
い
例
を
覚
え
て
い
て
言
及
し
て
い
る
可
能
性
は
、
限
り
な
く
低
い
と
思
わ
れ
る
。

【〈
高
野
物
狂
〉
と
〈
丹
後
物
狂
〉
の
稽
古
①

地
謡
】

第
2
条
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
両
曲
と
も
、
い
わ
ゆ
る
﹇
ク
ル
イ
﹈
の
小
段
で
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
」
と
書
い
た
の
は
〈
高
野
物

狂
〉
の
場
合
、
本
格
的
な
﹇
段
哥
﹈
―
―
シ
テ
登
場
後
に
「
麻
裳
よ
し
、
紀
の
関
越
え
て
名
に
聞
き
し
…
」
と
い
う
﹇
上
ゲ
哥
﹈
形
式
で

始
ま
り
、
途
中
で
「
立
ち
上
る
雲
路
の
」
と
い
う
中
音
返
が
あ
り
、
シ
テ
謡
「
い
つ
か
さ
て
」
に
繫
が
る
―
―
の
三
節
目
に
相
当
す
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
現
代
の
横
道
理
論
に
従
っ
て
小
段
分
け
を
す
れ
ば
、
三
節
型
﹇
段
歌
﹈
の
三
節
目
に
な
る
、
と
い
う
こ
と

に
す
ぎ
な
い
。
以
下
に
掲
出
し
た
と
お
り
、
両
曲
は
と
も
に
渡
リ
拍
子
の
五
文
字
の
謡
を
繰
り
返
し
て
始
ま
る
、
同
じ
形
式
の
謡
で
あ
る
。

〈
高
野
物
狂
〉
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…
シ
テ
＼
い
つ
か
さ
て
、
地
＼
い
つ
か
さ
て
、
尋
ぬ
る
人
を
道
の
辺
の
、
便
の
桜
を
を
り
あ
ら
ば
、
な
ど
か
主
君
に
逢
は
ざ
ら
ん
と
、

懇
ろ
に
祈
念
し
て
、
三
鈷
の
松
の
下
に
、
立
ち
寄
り
て
休
ま
ん
、
い
ざ
立
ち
寄
り
て
休
ま
ん
。

（
日
本
名
著
全
集
『
謡
曲
三
百
五
十
番
集
』
に
よ
る
）

〈
丹
後
物
狂
〉

地
＼
思
ふ
こ
と
、
思
ふ
こ
と
、
な
く
て
や
見
ま
し
与
謝
の
海
の
、
天
の
橋
立
、
都
な
り
せ
ば
、
都
鳥
と
申
す
は
、
在
中
将
の
筆
の
跡
、

子
を
詠
め
る
歌
な
り
、
わ
れ
ら
も
子
の
弔
ひ
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
に
よ
る
）

〈
丹
後
物
狂
〉
の
場
合
、
こ
こ
に
掲
げ
た
謡
全
体
が
『
謡
曲
集
上
』
で
は
﹇
ク
ル
イ
﹈
と
さ
れ
て
い
る
が
、
校
注
者
で
あ
る
横
道
萬
里

雄
氏
の
「
小
段
の
解
説
」
に
よ
れ
ば
﹇
ク
ル
イ
﹈
は
二
節
型
か
三
節
型
が
普
通
の
形
な
の
で
（
7
）、〈

丹
後
物
狂
〉
の
短
い
﹇
ク
ル
イ
﹈
も
標

準
か
ら
は
少
し
外
れ
た
小
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
代
の
小
段
理
論
に
お
け
る
名
称
は
と
も
か
く
、
両
者
が
と
も
に
男
物
狂
能
の
一
部

で
あ
り
、
同
じ
構
造
を
持
つ
謡
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
並
べ
て
、「
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
実
は
ま
っ
た
く
違
う
謡
い
方
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

〈
高
野
物
狂
〉
の
場
合
は
右
に
述
べ
た
と
お
り
ひ
と
続
き
の
﹇
段
哥
﹈
の
中
で
シ
テ
が
高
野
山
に
上
り
着
き
、「
念
仏
称
名
の
声
々
」
や

「
鳬
鐘
鈴
の
声
」
の
尊
さ
に
「
物
狂
の
狂
ひ
覚
む
る
心
や
」
と
口
に
し
た
後
に
、
掲
出
の
謡
が
来
る
。
理
性
を
取
り
戻
し
主
君
と
の
再
会

を
祈
る
場
面
な
の
だ
か
ら
サ
ッ
と
収
め
る
べ
き
な
の
に
、﹇
ク
ル
イ
﹈
と
同
じ
拍
子
や
音
階
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
っ
ぷ
り
謡
っ
て
い
て

は
い
け
な
い
、
と
い
う
教
え
と
解
し
た
い
。
な
お
、
引
用
部
が
「
い
つ
か
さ
て
尋
ぬ
る
人
を
」
と
な
っ
て
お
り
、「
い
つ
か
さ
て
」
の
返

し
が
無
い
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
シ
テ
で
は
な
く
、
シ
テ
の
「
い
つ
か
さ
て
」
を
受
け
て
地
謡
を
謡
う
者
へ
の
注
意

で
あ
る
。
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一
方
〈
丹
後
物
狂
〉
の
場
合
は
、
天
橋
立
の
美
し
い
情
景
を
詠
ん
だ
赤
染
衛
門
の
歌
を
引
き
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
業
平
の
歌
を
介
し
て

子
を
思
う
親
の
心
情
に
繫
げ
て
い
く
、
ま
さ
に
物
狂
の
芸
を
見
せ
る
部
分
で
あ
る
（
8
）。
こ
こ
は
〈
高
野
物
狂
〉
と
は
逆
に
、
た
っ
ぷ
り
と

謡
っ
て
シ
テ
が
存
分
に
「
風
情
」（
所
作
）
を
見
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
。
ど
ん
な
所
作
を
み
せ
る
の
か
と
言

え
ば
、
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
「
名
所
」
の
風
景
を
立
ち
上
げ
る
よ
う
な
「
遠
見
」
の
演
技
が
想
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

こ
の
注
意
も
〈
高
野
物
狂
〉
と
同
じ
く
、
シ
テ
で
は
な
く
て
、
地
謡
を
謡
う
者
へ
の
注
意
で
あ
る
。「
其
を
、
早
く
言
ふ
に
よ
り
て
、
為

手
の
風
情
も
な
し
」
と
い
う
文
言
は
、「
謡
が
悪
い
か
ら
シ
テ
の
所
作
も
う
ま
く
い
か
な
い
（
シ
テ
が
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
の
は
謡
が

早
く
謡
う
か
ら
だ
）」
と
い
う
叱
責
の
言
葉
と
も
受
け
取
れ
る
。
前
項
で
見
た
他
の
用
例
に
準
じ
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、

両
曲
の
シ
テ
を
元
雅
が
演
じ
、
元
能
が
地
謡
を
担
当
し
て
の
稽
古
で
、
謡
担
当
の
自
分
に
向
け
て
言
わ
れ
た
世
阿
弥
の
注
意
を
書
き
留
め

た
と
い
う
よ
う
な
状
況
も
想
定
が
可
能
で
あ
る
。

【〈
高
野
物
狂
〉
と
〈
丹
後
物
狂
〉
の
稽
古
②

シ
テ
】

第
3
条
の
引
用
部
は
、
シ
テ
の
演
技
に
関
す
る
教
え
で
、
と
も
に
狂
乱
の
演
技
の
前
後
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。〈
高
野
物
狂
〉
は
現

行
で
は
「
呼
子
鳥
」
の
後
に
〔
カ
ケ
リ
〕
と
な
る
。〈
丹
後
物
狂
〉
は
廃
曲
だ
が
『
謡
曲
集
上
』
で
は
「
花
の
物
言
ふ
は
道
理
な
り
」
の

後
に
〔
カ
ケ
リ
〕
ま
た
は
〔
立
廻
リ
〕
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
ハ
タ
ラ
キ
系
の
演
技
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
く
、
ハ
タ
ラ
キ
前
後
の
つ
な
ぎ
方
や
タ
イ
ミ
ン
グ
の
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。〈
高
野
物
狂
〉
の
場
合
は
観
客
の
気
持
ち
や
「
呼
子
鳥
」
の
謡
の
余
韻
が
途
切
れ
な
い
う
ち
に
狂
い
止
め
て
「
誘
は
れ
し
」
の
謡

に
入
る
、
ま
さ
に
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
れ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。〈
丹
後
物
狂
〉
の
方
は
少
し
判
り
に
く
い
が
、「
ほ
ろ
ほ
の
拍
子
」
を
踏
む

こ
と
が
ハ
タ
ラ
キ
の
始
ま
り
と
見
え
る
。
そ
の
拍
子
を
強
く
踏
む
か
弱
く
踏
む
か
、
ど
の
く
ら
い
細
か
く
踏
む
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
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は
何
も
指
示
し
て
い
な
い
が
、
直
前
の
謡
と
ハ
ッ
キ
リ
区
別
せ
ず
、「
花
の
物
言
ふ
…
」
と
い
う
謡
（
の
描
く
情
景
か
）
に
相
応
し
く
、

「
ほ
ろ
ほ
の
拍
子
」
を
踏
み
、
い
つ
の
ま
に
か
ハ
タ
ラ
キ
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
説
く
。
僅
か
な
違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
さ
ざ
波
の
立
つ
水
面
に
映
る
花
び
ら
が
微
か
に
揺
れ
て
…
」
と
い
う
情
景
を
描
く
の
に
相
応
し
く
、
た
と

え
ば
ト
レ
モ
ロ
の
よ
う
に
細
か
い
足
遣
い
で
さ
ざ
波
を
表
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
謡
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
情

景
の
、「
心
根
」
を
最
大
限
に
生
か
す
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
所
作
も
演
ず
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
主
張
と
理
解
し
た
い
。

【
タ
イ
ミ
ン
グ
の
重
要
性
①

心
根
・
風
情
相
応
】

謡
と
所
作
の
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
最
大
限
の
効
果
を
生
も
う
と
す
る
世
阿
弥
の
姿
勢
は
、
第
2
条
に
あ
る
〈
松
風
〉
と
〈
姨

捨
〉
の
記
事
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
高
野
物
狂
〉
と
〈
丹
後
物
狂
〉
同
様
、
こ
の
二
曲
の
記
事
も
こ
の
順
で
並
ん
で
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、〈
松
風
〉
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
当
該
部
分
の
謡
曲
詞
章
も
併
記
す
る
。

＊

松
風
村
雨
の
能
に
、「
わ
が
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
の
所
よ
り
寄
ら
ば
、
風
情
延
ぶ
べ
し
。「
わ
が
跡
弔
ひ
て
」
迄
は
か
ゝ
へ
て
持

ち
て
、「
い
と
ま
申
て
」
と
云
所
よ
り
寄
り
て
、「
か
へ
る
」
と
云
時
帰
れ
ば
、
面
白
き
也
。「
松
風
斗
や
残
る
ら
ん
」
に
、「
残
る
」

か
ら
帰
る
ほ
ど
に
、
面
白
も
な
き
也
。「
ら
ん
」
か
ら
帰
る
べ
し
。
殊
に
か
や
う
の
所
、
心
根
・
風
情
相
応
な
く
ば
、
面
白
も
有
べ

か
ら
ず
。

﹇
ノ
リ
地
﹈
松
に
吹
き
来
る
、
風
も
狂
じ
て
、
須
磨
の
高
波
、
激
し
き
夜
す
が
ら
、
妄
執
の
夢
に
、
見
み
ゆ
る
な
り
、
わ
が
跡
弔
ひ

て
、
賜
び
給
へ
、
暇
申
し
て
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﹇
哥
﹈
帰
る
波
の
、
須
磨
の
浦
か
け
て
、
吹
く
や
後
ろ
の
山
颪
、
関
路
の
鳥
も
声
々
に
、
夢
も
跡
な
く
夜
も
明
け
て
、
村
雨
と
聞
き

し
も
今
朝
見
れ
ば
、
松
風
ば
か
り
や
残
る
ら
む
、
松
風
ば
か
り
や
残
る
ら
む
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
に
よ
る
）

「
い
と
ま
申
て
」
で
は
な
く
て
「
わ
が
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
に
合
わ
せ
て
ワ
キ
に
近
づ
く
と
風
情
（
所
作
）
が
間
延
び
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
だ
か
ら
、「
帰
る
」
と
い
う
文
句
に
合
わ
せ
て
帰
る
と
い
う
こ
と
は
前
提
な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
帰
る

波
の
」
に
合
わ
せ
て
「
帰
る
」
所
作
を
見
せ
る
際
、
あ
ま
り
早
く
ワ
キ
僧
に
近
づ
か
ず
、「
い
と
ま
申
し
て
」
ま
で
待
っ
て
近
寄
っ
て
か

ら
す
ぐ
に
戻
れ
ば
面
白
い
と
い
う
こ
と
と
、
謡
が
「
残
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
き
に
帰
っ
た
り
せ
ず
、「
残
る
」
の
謡
の
時
に
は
残
り
、

次
の
「
ら
ん
」
か
ら
帰
れ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
（
9
）で

は
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
な
駄
目
な
演
技
は
「
世
間
の
や
り
方
」
と
考
え
て

い
た
が
、
撤
回
・
修
正
し
た
い
。
現
代
の
よ
う
に
あ
ち
こ
ち
で
「
松
風
村
雨
の
能
」
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿

で
縷
々
述
べ
て
き
た
他
の
例
と
同
じ
く
、
こ
の
よ
う
に
細
か
い
指
摘
や
指
示
は
、
目
の
前
で
演
じ
て
い
る
人
間
に
そ
の
場
で
す
る
注
意
や

指
示
と
考
え
た
い
。

こ
こ
で
世
阿
弥
が
問
題
に
し
て
い
る
の
が
タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
理
由
も
波
線
部
に
書
か
れ
て
い

る
が
、
で
は
な
ぜ
「
心
根
・
風
情
相
応
な
く
ば
、
面
白
も
有
べ
か
ら
ず
」
な
の
か
。
世
阿
弥
が
駄
目
を
出
し
て
い
る
動
き
も
、
理
に
外
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
松
風
の
幽
霊
が
僧
に
弔
い
を
頼
む
の
に
近
づ
い
て
い
く
の
は
自
然
な
動
き
と
も
言
え
る
。
謡
の
文
言
と
所
作
の

整
合
性
で
言
え
ば
、「
暇
申
し
て
」
と
言
い
な
が
ら
近
づ
く
よ
り
、
そ
の
前
に
「
わ
が
跡
弔
ひ
て
…
」
と
近
づ
き
、「
暇
申
し
て
」
か
ら
離

れ
て
行
く
方
が
良
い
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。「
暇
申
し
て
、
帰
る
波
の
」
と
い
う
短
い
謡
の
内
に
、「
い
と
ま
申
て
と
云
所
よ

り
寄
り
て
、
か
へ
る
と
云
時
帰
」
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
せ
わ
し
な
い
動
き
で
も
あ
る
。
だ
が
、
世
阿
弥
の
狙
い
は
ま
さ
に
そ
こ
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
世
阿
弥
は
お
そ
ら
く
、
謡
の
「
帰
る
波
の
」
と
い
う
文
句
と
、
こ
う
し
た
役
者
の
所
作
に
よ
っ
て
、
寄
せ
て
は
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帰
る
波
の
情
景
を
観
客
に
感
じ
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
前
掲
の
詞
章
の
う
ち
﹇
ノ
リ
地
﹈
の
部
分
は
未
だ
シ

テ
松
風
は
恋
に
狂
乱
し
た
女
の
霊
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、﹇
ノ
リ
地
﹈
の
最
後
「
暇
申
し
て
」
か
ら
﹇
哥
﹈
の
「
帰
る
波
の
」

に
移
っ
た
後
に
は
、
シ
テ
の
心
情
も
姿
も
い
っ
さ
い
謡
わ
れ
ず
、
た
だ
明
け
方
の
須
磨
の
海
岸
に
波
が
寄
せ
て
は
返
し
風
が
吹
き
わ
た
る

風
景
の
み
が
描
写
さ
れ
る
。
終
曲
部
の
「
残
る
ら
む
」
に
つ
い
て
の
教
え
も
、
単
に
早
く
帰
り
す
ぎ
る
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ワ
キ

僧
の
夢
が
覚
め
た
後
の
浜
辺
に
、
た
し
か
に
「
松
風
ば
か
り
」
が
吹
く
情
景
を
、
そ
こ
に
シ
テ
が
居
る
こ
と
で
見
せ
る
工
夫
と
も
受
け
取

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
タ
イ
ミ
ン
グ
の
重
要
性
②

遠
見
を
本
に
す
】

同
様
の
傾
向
は
、
次
の
〈
姨
捨
〉
の
記
述
に
も
見
え
る
の
で
、
同
じ
く
当
該
部
分
の
謡
曲
本
文
を
添
え
て
左
に
掲
げ
る
。
謡
曲
本
文
に

は
〈
松
風
〉
に
準
じ
て
句
読
点
を
付
し
て
い
る
。

＊

姨
捨
の
能
に
、「
月
に
見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や
」、
此
時
、
路
中
に
金
を
拾
ふ
姿
有
。
申
楽
は
、
遠
見
を
本
に
し
て
、
ゆ
く
や
か
に
、

た
ぶ
〳
〵
と
有
べ
し
。
然
を
、「
月
に
見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や
」
と
て
、
向
か
へ
る
人
に
扇
を
か
ざ
し
て
、
月
を
ば
少
も
目
に
か
け

で
、
か
い
屈
み
た
る
体
に
有
ゆ
へ
に
、
見
苦
し
き
也
。「
月
に
見
ゆ
る
も
」
と
て
、
扇
を
高
く
上
げ
て
、
月
を
本
に
し
、
人
を
ば
少

目
に
か
け
て
、
を
ぼ
〳
〵
と
し
、
し
納
め
た
ら
ば
、
面
白
風
成
べ
し
。

﹇
上
ゲ
哥
﹈
…
ま
た
姨
捨
の
山
に
出
で
て
、
面
を
さ
ら
し
な
の
、
月
に
見
ゆ
る
も
恥
づ
か
し
や
、
よ
し
や
な
に
ご
と
も
夢
の
夜
の
、

な
か
な
か
言
は
じ
思
は
じ
や
、
思
ひ
草
花
に
愛
で
、
月
に
染
み
て
明
か
さ
ん
。

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
上
』
に
よ
る
）
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否
定
さ
れ
て
い
る
や
り
方
（
二
重
傍
線
部
）
は
、
現
在
の
ワ
キ
に
あ
た
る
役
者
に
向
か
い
、「
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
貴
方
に
姿
が
見
え

る
の
が
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
意
味
の
型
を
演
じ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
世
阿
弥
は
、
同
じ
く
ワ
キ
に
向
か
っ
て
の
発
言
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
こ
に
月
が
煌
々
と
照
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
（
遠
見
を
本
に
）
す
る
の
が
大
切
な
の
だ
か
ら
、「
月
に
見
ゆ
る
も
」
の
謡
は
「
恥
づ
か

し
や
」
の
演
技
に
ふ
さ
わ
し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
扇
で
月
を
さ
せ
、
と
言
う
の
だ
。
こ
の
「
月
に

見
ゆ
る
も
は
づ
か
し
や
」
と
い
う
詞
章
は
、
今
川
了
俊
の
『
落
書
露
顕
』
に
見
え
る
「
月
は
み
む
月
に
は
み
え
じ
と
ぞ
思
ふ
う
き
世
に
め

ぐ
る
影
も
恥
し
」
を
踏
ま
え
た
表
現
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
月
は
眺
め
た
い
け
れ
ど
月
に
見
ら
れ
る
の
は
恥
ず
か
し
い
と
い
う
こ
の
歌

も
、
下
の
句
を
見
れ
ば
や
は
り
他
人
の
目
に
映
る
自
分
を
恥
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
能
〈
姨
捨
〉
の
中
で
ワ
キ
の
男
と
出
会
っ
た
シ
テ
が

「
月
に
見
ゆ
る
も
恥
づ
か
し
や
」
と
言
う
時
、
そ
の
男
の
目
か
ら
自
分
の
姿
を
隠
す
よ
う
な
演
技
は
、
け
っ
し
て
本
意
に
外
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
世
阿
弥
も
「
人
を
ば
少
目
に
か
け
」
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、「
月
を
本
に
し
」
た
う
え
で
の
こ
と
。
世

阿
弥
が
推
奨
す
る
の
は
、
シ
テ
の
心
情
で
は
な
く
、
こ
の
能
の
舞
台
で
あ
る
姨
捨
山
が
仲
秋
の
名
月
に
煌
々
と
照
ら
さ
れ
て
い
る
、
そ
の

情
景
を
観
客
に
思
い
描
か
せ
る
よ
う
な
演
技
で
あ
る
。
波
線
部
で
明
言
し
て
い
る
ご
と
く
「
申
楽
は
、
遠
見
を
本
に
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
こ
が
、
空
高
く
照
る
月
を
示
す
最
高
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

現
在
の
能
を
見
慣
れ
て
い
る
我
々
に
は
、「
月
に
見
ゆ
る
も
…
」
と
月
か
ら
我
が
身
を
隠
す
所
作
を
す
る
の
も
、
僧
に
近
づ
い
て
は
す

ぐ
に
離
れ
る
と
い
う
所
作
で
寄
せ
て
は
帰
る
波
を
連
想
さ
せ
る
の
も
、
け
っ
き
ょ
く
は
当
て
振
り
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
風
が

吹
き
渡
る
海
岸
の
余
韻
は
、
む
し
ろ
シ
テ
が
早
く
退
場
し
て
囃
子
の
「
残
り
留
め
」
で
表
現
す
る
ほ
う
が
よ
く
伝
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
世
阿
弥
時
代
の
能
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
い
る
人
間
の
動
作
や
感
情
を
演
じ
て
み
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
謡
と
所
作
の
協
調
に
よ
っ

て
情
景
や
情
趣
を
も
描
こ
う
と
す
る
試
み
は
、
き
わ
め
て
新
し
い
挑
戦
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
心
根
・
風
情
相
応
」

の
意
味
で
あ
り
、
二
つ
の
別
の
こ
と
が
ら
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
無
い
は
ず
の
も
の
が
立
ち
上
が
る
の
が
、「
か
ゝ
り
」
と
い
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う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、「
心
根
・
風
情
相
応
」
の
演
技
に
よ
っ
て
情
景
を
描
き
出
す
の
が
「
遠
見
」
で
あ
り
、
そ
う
い
っ

た
演
技
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
能
を
書
く
こ
と
が
、「
遠
見
を
本
に
し
て
」
書
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
想
像
は
、

ど
こ
ま
で
も
想
像
の
枠
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
現
代
の
能
に
お
い
て
も
、
優
れ
た
マ
ジ
ッ
ク
に
幻
惑
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

一
瞬
何
か
が
起
こ
っ
て
そ
こ
に
情
景
が
立
ち
上
が
る
と
い
う
不
思
議
は
多
く
の
観
客
が
体
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で

行
わ
れ
て
い
る
演
技
の
質
は
、
世
阿
弥
時
代
と
現
代
と
で
同
じ
は
ず
は
な
い
が
、
世
阿
弥
が
謡
と
所
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
「
遠
見
」
を
重

視
し
た
の
も
、
同
じ
よ
う
な
一
瞬
の
錯
覚
を
観
客
に
呼
び
起
こ
す
た
め
の
工
夫
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
ワ
ザ
は
脈
々
と
伝
え
ら
れ
磨
か

れ
て
現
代
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

お
わ
り
に

世
阿
弥
時
代
の
能
の
稽
古
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
は
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
が
無
け
れ
ば
判
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
（
10
）。
能
の
演
技

や
演
出
を
知
る
に
は
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』（
本
稿
で
は
『
申
楽
談
儀
』
と
略
称
）
が
最
高
の
資
料
だ
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い

て
も
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
世
阿
弥
と
元
能
が
向
か
い
合
い
、
時
に
は
質
問
を
交
え
な
が
ら
、
世
阿
弥
の
芸
談
を
筆
録
し
た
も

の
だ
と
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。「
談
儀
」
と
い
う
名
称
自
体
に
つ
い
て
の
理
解
や
、「
静
か
な
り
し
夜
」
に
世
阿
弥
が
自
作
〈
砧
〉

に
つ
い
て
の
自
負
と
世
間
か
ら
は
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
む
な
し
さ
を
語
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
非
常
に
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
影
響
も
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
今
回
、
そ
れ
で
も
何
か
当
時
の
ワ
ザ
継
承
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点

で
読
み
返
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
実
技
関
係
の
条
に
は
「
Ａ
で
は
な
く
Ｂ
」
と
い
う
風
に
、
良
く
な
い
や
り
方
と
正
し
い
や
り
方
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
文
言
が
多
い
こ
と
、
良
く
な
い
や
り
方
を
指
摘
す
る
部
分
に
は
叱
責
と
も
受
け
取
れ
る
言
い
方
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら

か
に
な
り
、
実
際
の
稽
古
の
場
で
の
教
え
を
直
接
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
稽
古
の
記
録
に
基
づ
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注1

能
の
演
技
が
現
在
と
同
じ
よ
う
な
強
靱
な
身
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
様
式
美
に
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
で
あ
る
と
い
う
認

識
は
、
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
小
田
幸
子
「
こ
ろ
ぶ
演
技
」（『
銕
仙
』
507
。
2
0
0
2
年
10
月
）
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
前
半
頃
ま
で
は

現
在
の
能
の
演
技
と
は
か
け
離
れ
た
、
日
常
的
で
俗
な
演
技
も
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
同
氏
の
研
究
も
視
野
に
入
れ
、
多
数
の
型
付
資
料
の
用
例
を
博
捜

・
整
理
し
た
表
章
「
能
型
付
の
新
旧
―
「
泣
く
」
か
ら
「
シ
ホ
ル
」
へ
―
」（
研
究
講
演
の
筆
録
。『
能
楽
研
究
』
37
。
2
0
1
3
年
3
月
）。
は
、
舞
台
で
泣

き
伏
す
よ
う
な
演
技
か
ら
「
シ
ホ
ル
」
と
い
う
能
独
自
の
型
に
変
わ
る
時
期
が
享
保
頃
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

2

山
中
玲
子
「
能
楽
型
付
ル
ー
ル
の
研
究
（
1
）」（『
能
楽
研
究
』
34
。
2
0
1
0
年
3
月
）、「
世
阿
弥
時
代
の
能
の
演
技
」（Enacting

Culture:Japanese
T
heatre

in
H
istoricaland

M
odern

Conte,IU
D
ICIU

M
,

2
0
1
2
年
）。

3

山
中
玲
子
「
世
阿
弥
の
『
風
情
』」（『
観
阿
弥
生
誕
六
八
〇
年
／
世
阿
弥
生
誕
六
五
〇
年
記
念

世
阿
弥
の
世
界
』。
京
都
観
世
会
編
。
2
0
1
4
年
10
月
）。

4
『
風
姿
花
伝
』
の
序
言
「
稽
古
は
強
か
れ
」
に
付
さ
れ
た
表
頭
注
は
、
世
阿
弥
の
「
稽
古
」
に
つ
い
て
「
練
習
は
も
と
よ
り
、
実
演
や
研
究
の
積
み
重
ね
も

含
み
、
修
行
全
般
を
意
味
す
る
」
と
す
る
（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
14
ペ
ー
ジ
）。

5

三
宅
晶
子
「『
申
楽
談
儀
』
世
阿
弥
が
語
っ
た
こ
と
、
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
」（『
能
と
狂
言
』
11
。
2
0
1
3
年
5
月
）。

6

西
村
聡
「『
申
楽
談
儀
』
を
語
る
こ
と
と
書
く
こ
と
」（『
能
と
狂
言
』
11
。
2
0
1
3
年
5
月
）。

7
『
謡
曲
集
下
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
旧
版
）
の
「
解
説
」
に
所
収
。

記
事
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
ら
た
め
て
『
申
楽
談
儀
』
の
記
事
を
読
む
と
、
従
来
は
意
味
の
わ
か
ら
な
い
断
片
的
な
記
事
だ
と
思
っ
て

い
た
も
の
に
も
相
互
の
関
連
や
意
味
が
見
え
て
く
る
場
合
が
あ
る
。〈
高
野
物
狂
〉〈
丹
後
物
狂
〉〈
松
風
〉
な
ど
、
特
に
実
技
関
係
の
条

に
何
度
も
登
場
す
る
曲
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
各
条
に
分
散
し
て
い
る
記
事
を
本
来
ひ
と
ま
と
ま
り
の
稽
古
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
も

の
と
し
て
見
直
す
こ
と
で
、
世
阿
弥
が
そ
の
能
で
何
を
重
視
し
て
い
た
の
か
、
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
稽

古
の
場
に
誰
が
い
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
言
が
誰
に
向
け
て
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
も
、
言
及
さ
れ
て
い
る
曲
目
の
作
者

が
誰
か
と
い
う
こ
と
と
合
わ
せ
、
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
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8
〈
隅
田
川
〉
よ
り
先
に
成
立
し
て
い
る
〈
丹
後
物
狂
〉
に
お
い
て
、「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
ん
都
鳥
…
」
の
歌
を
「
子
を
詠
め
る
歌
」
と
い
う
こ
と
の

不
審
に
つ
い
て
は
、『
謡
曲
集
上
』
の
補
注
117
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
関
心
と
は
別
の
問
題
な
の
で
、
本
文
の
ま
ま
に
受
け
と
め
て
お
く
。

9

注
2
の
拙
稿
「
世
阿
弥
時
代
の
能
の
演
技
」。

10

横
山
太
郎
「
わ
ざ
継
承
の
学
を
構
想
す
る
―
能
楽
の
技
法
を
中
心
と
す
る
学
際
的
な
研
究
の
た
め
に
」（『
能
楽
研
究
』
40
。
2
0
1
6
年
3
月
）
は
、
従
来

の
わ
ざ
継
承
研
究
の
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
、「
わ
ざ
継
承
の
歴
史
的
変
化
」
が
「
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
例
と
し
て

「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
能
楽
師
の
親
子
の
稽
古
場
面
が
映
さ
れ
『
風
姿
花
伝
』
の
一
節
を
紹
介
し
つ
つ
「
能
楽
は
口
伝
え
で
伝
承
さ
れ
ま
す
」
と
い
っ

た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
聞
い
た
な
ら
、
多
く
の
視
聴
者
は
ま
る
で
世
阿
弥
の
頃
か
ら
同
じ
よ
う
な
稽
古
風
景
が
続
い
て
い
る
か
と
思
う
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

稿
者
は
逆
に
、
世
阿
弥
時
代
の
稽
古
と
型
付
類
か
ら
窺
え
る
近
世
の
稽
古
と
現
代
の
稽
古
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
結
び
つ
か
ず
、
世
阿
弥
時
代
の
稽
古
の
実
態

に
つ
い
て
は
何
も
判
ら
な
い
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
た
め
、
こ
の
記
述
に
触
れ
て
驚
愕
す
る
と
同
時
に
、
世
阿
弥
時
代
の
稽
古
も
推
定
可
能
か
も
し
れ
な

い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。


