
は
じ
め
に

六
百
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
師
か
ら
弟
子
へ
謡
は
伝
承
さ
れ
続
け
て
き
た
。
師

匠
の
謡
う
通
り
に
フ
シ
や
リ
ズ
ム
を
謡
い
継
い
で
今
日
に
至
っ
た
は
ず
だ
が
、
人
か
ら

人
へ
、
伝
承
さ
れ
る
間
に
少
し
づ
つ
フ
シ
も
リ
ズ
ム
も
変
化
を
し
、
そ
の
変
化
が
積
も

り
重
な
っ
て
現
在
の
謡
を
か
た
ち
作
っ
て
い
る
。
そ
の
変
化
を
遡
り
な
が
ら
作
曲
当
時

に
立
ち
返
っ
て
、
フ
シ
や
リ
ズ
ム
に
籠
め
ら
れ
た
意
図
を
推
測
す
る
こ
と
は
ど
こ
ま
で

可
能
だ
ろ
う
か
。

西
洋
音
楽
の
研
究
者
が
詳
細
な
作
品
分
析
を
お
こ
な
っ
て
作
曲
家
ご
と
に
固
有
の
和

音
や
メ
ロ
デ
ィ
の
効
果
を
抽
出
し
て
い
く
よ
う
に
、
国
文
学
の
研
究
者
が
能
作
品
に
引

用
さ
れ
た
和
歌
を
一
首
一
首
指
摘
し
て
引
用
の
傾
向
や
用
法
か
ら
作
者
を
特
定
す
る
よ

う
に
、
世
阿
弥
自
筆
能
本
の
フ
シ
を
一
音
一
音
た
ど
る
こ
と
で
世
阿
弥
の
作
曲
姿
勢
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
音
楽
家
と
し
て
の
側
面
を
追
う
こ
と
は
世

阿
弥
の
全
体
像
を
把
握
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
手
始
め
と

し
て
、
本
稿
で
は
世
阿
弥
自
筆
能
本
、
自
筆
本
に
準
じ
る
資
料
と
し
て
宗
節
署
名
本
の

『
音
曲
口
伝
』
の
表
記
を
考
察
し
、「
江
口
」
終
結
部
の
フ
シ
付
ケ
に
つ
い
て
試
論
を
展

開
し
た
い
。

世
阿
弥
自
筆
能
本
に
詳
細
な
フ
シ
付
ケ
が
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
三
宅
晶
子
が
「
世
阿
弥
時
代
の
能
本
」
の
中
で
「
こ
れ
ら
の
（
筆
者
注

ハ
ル
・
入
・
中
な
ど
）
節
付
け
大
系
は
、
後
代
の
も
の
と
基
本
的
に
は
変
わ
り
が
無
く
、

小
段
の
音
楽
的
特
色
は
お
お
よ
そ
世
阿
弥
時
代
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
集

約
し
て
い
る
（（
11
））
。
大
筋
に
お
い
て
正
鵠
を
得
て
い
る
が
、
自
筆
本
に
は
後
代
に
は
見
ら

れ
な
い
独
自
の
記
号
や
用
法
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
蒲
生

郷
昭
や
望
月
郁
子
ら
が
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
蒲
生
は
「
日
本
の
音
楽
理
論
に
お

け
る
『
中
』
に
つ
い
て
」（（

22
））

の
な
か
で
自
筆
能
本
に
見
え
る
「
中
」
に
つ
い
て
、
望
月

は
「
世
阿
弥
自
筆
能
本
（
宝
山
寺
蔵
本
）
に
お
け
る
記
号
○
の
分
布
と
そ
の
機
能
」（（

33
））

に
お
い
て
、
詞
章
の
区
切
り
に
見
え
る
○
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
。
そ
の
検
討

内
容
に
つ
い
て
は
小
論
の
な
か
で
お
い
お
い
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
両
者

と
も
明
確
な
結
論
を
出
す
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
外
の
記
号
に
つ
い
て
も
漠
然

と
し
た
理
解
が
通
行
し
て
い
る
程
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
一
度
整
理
す
る
こ

と
に
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
。

世
阿
弥
以
前
の
謡
が
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
な
に
ひ
と

つ
わ
か
っ
て
い
な
い
。
観
阿
弥
が
導
入
し
た
曲
舞
を
も
と
に
﹇
ク
セ
﹈
が
誕
生
し
た
と

い
う
の
が
定
説
だ
が
、
曲
舞
導
入
以
前
、
は
た
し
て
拍
子
合
の
謡
が
存
在
し
た
の
か
ど

う
か
、﹇
ク
セ
﹈
と
並
ん
で
定
型
化
が
進
ん
で
い
る
﹇
上
歌
﹈
は
い
つ
、
だ
れ
が
形
式

を
整
え
た
の
か
、
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
フ
シ
に
関
す
る

研
究
は
ま
だ
手
つ
か
ず
だ
が
、
小
段
の
レ
ベ
ル
で
は
山
中
玲
子
が
﹇
ワ
カ
受
ケ
﹈
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
し
（（
44
））
、
著
者
自
身
も
「
ハ
ヤ
フ
シ
」
に
つ
い
て
小
論
を
展
開
し
た
こ

と
が
あ
る
（（
55
））
。
い
ず
れ
も
世
阿
弥
に
特
有
の
小
段
だ
っ
た
り
独
特
の
表
記
だ
っ
た
の
だ
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が
、
フ
シ
の
上
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
あ
た
り
で
、
資
料
と
す
る
自
筆
本
に
つ
い
て
概
説
を
し
て
お
こ
う
。
能
本
は
、

後
世
の
忠
実
な
臨
模
本
な
ど
を
含
め
て
十
一
。
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）
の
奥
書
を

持
つ
「
難
波
梅
」
か
ら
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
の
本
奥
書
を
も
つ
「
弱
法
師
」
ま
で
、

世
阿
弥
が
五
〇
歳
か
ら
六
六
歳
、
作
風
に
お
い
て
円
熟
期
を
迎
え
る
時
期
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
観
世
文
庫
に
「
難
波
梅
・
松
浦
・
阿
古
屋
松
・
布
留
」
の
四

番
が
、
生
駒
の
宝
山
寺
に
「
盛
久
・
多
度
津
左
衛
門
・
江
口
・
雲
林
院
・
柏
崎
」
の
五

番
が
、
そ
れ
以
外
に
江
戸
時
代
前
期
の
臨
模
本
と
し
て
「
弱
法
師
」、
世
阿
弥
と
同
時

代
の
久
次
が
書
写
し
た
「
知
章
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
各
能
本
の
書
誌
に
つ
い
て
は
月

曜
会
編
『
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
　
校
訂
編
』
の
解
題
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
フ
シ
付
ケ

や
地
拍
子
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
精
粗
の
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
。
書
式
の
細
か
い
差
異

は
、
作
風
の
深
化
と
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
一

括
し
て
扱
う
の
は
無
謀
に
過
ぎ
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
年
代
順
に
問
題
を
抽
出

し
な
が
ら
全
体
像
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
と
し
、
フ
シ
付
ケ
の
比
較
を
行
う
た
め
現
行
曲

と
し
て
伝
承
の
続
い
て
い
る
「
難
波
梅
」「
盛
久
」「
江
口
」、『
音
曲
口
伝
』
に
載
る

「
融
」「
関
寺
小
町
」
を
考
察
の
対
象
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
以
降
の
作
品
、
及
び

『
五
音
』
所
収
曲
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
論
ず
る
。
な
お
、
乱
暴
な
よ
う
だ
が
フ

シ
付
ケ
に
つ
い
て
は
現
行
の
謡
本
を
比
較
の
対
象
と
し
た
。
桃
山
時
代
の
謡
本
の
中
に

は
拍
子
不
合
の
部
分
に
現
行
よ
り
細
か
い
フ
シ
が
つ
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
フ
シ
付
ケ
の
基
本
は
室
町
末
期
の
謡
本
と
大
筋
に
お
い
て
相
違
は
な
い
、
と
判
断

し
た
た
め
で
あ
る
。
現
行
の
謡
本
で
ど
こ
ま
で
世
阿
弥
の
フ
シ
を
解
読
で
き
る
の
か
、

ひ
と
つ
の
試
論
で
も
あ
る
。

一
　
難
波
梅
　
ー
区
切
り
の
○
印
を
中
心
に
ー

自
筆
本
の
な
か
で
一
番
奥
書
の
古
い
の
が
、
応
永
二
十
年
（
一
四
一
三
）（
実
は
応

永
二
一
年
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
七
月
筆
の
「
難
波
梅
」
で
あ
る
。
他
本
に
く
ら
べ
て

成
立
が
十
年
ほ
ど
早
い
こ
と
も
あ
っ
て
フ
シ
付
ケ
は
い
ち
ば
ん
簡
略
だ
が
、
簡
略
な
だ

け
に
そ
こ
に
記
さ
れ
た
記
号
は
必
要
不
可
欠
、
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
後
世
の
視

点
で
判
断
す
る
と
同
じ
よ
う
な
内
容
な
の
に
指
示
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
か
な
り
恣

意
的
に
見
え
る
が
、
な
ん
ら
か
の
注
意
を
喚
起
し
た
い
、
フ
シ
を
間
違
え
て
ほ
し
く
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
記
を
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。「
難
波
梅
」
の
み
な
ら
ず
自

筆
本
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
自
明
の
箇
所
は
指
示
し
な
い
の
が
基
本
方
針
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、﹇
次
第
﹈
や
﹇
一
声
﹈
に
は
ま
っ
た
く
音
位
の
指
示
が
な
い
。
現
行
と
全
く

同
じ
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
応
永
二
〇
年
の
段
階
で
謡
い
方
が
ほ
ぼ
定
型
化
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
（（
66
））
。「
難
波
梅
」
を
、
世
阿
弥
の
フ
シ
付
ケ
方
の
出
発
点
と
位
置
づ
け
た

い
。「

難
波
梅
」
に
見
ら
れ
る
指
示
は
音
位
に
関
す
る
「
上
」
と
「
下
」、
リ
ズ
ム
に
関

す
る
「
延
」、
句
切
り
に
関
す
る
「
○
」、
こ
の
四
点
の
み
で
あ
る
。
上
・
下
は
、﹇
下

歌
﹈
や
﹇
上
歌
﹈﹇
ク
リ
﹈
と
い
っ
た
小
段
の
開
始
部
分
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
れ
以
外
で
は
﹇
サ
シ
﹈
や
﹇
ノ
リ
地
﹈
の
途
中
な
ど
で
音
位
表
示
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
音
位
表
示
は
お
お
む
ね
現
行
と
一
致
し
、
特
別
な
箇
所
に
表
記
が
あ
る

と
い
う
印
象
で
は
な
い
が
、「
下
」
な
ど
の
指
示
は
、
現
行
の
フ
シ
付
ケ
よ
り
も
少
し

後
に
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
前
場
で
シ
テ
と
ワ
キ
が
行
う
問
答
の
途
中

「
と
に
も
か
く
に
も
津
の
国
の
。
こ
や
都
路
の
難
波
津
に
」
現
在
は
上
掛
リ
・
下
掛
リ

と
も
「
津
の
国
」
の
「
の
」
に
廻
シ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
中
音
に
下
が
る
が
、
自
筆
本

で
は
「
こ
や
」
に
「
下
」
と
表
記
が
あ
る
。
世
阿
弥
時
代
の
フ
シ
が
現
在
と
同
一
と
は

限
ら
な
い
が
、
小
段
の
途
中
で
句
頭
か
ら
音
位
を
下
げ
る
例
は
少
な
い
。
こ
の
場
合
の

「
下
」
は
、「
下
ゲ
」
で
は
な
く
、
こ
の
句
の
冒
頭
を
「
下
」（
観
世
流
の
中
音
）
で
謡

い
出
せ
、
と
い
う
指
示
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
の
句
の
ど
こ
か
で
音
を
下
げ
て
い
る
は
ず

だ
が
、「
難
波
梅
」
の
段
階
で
は
そ
れ
以
上
の
細
か
い
フ
シ
の
指
定
ま
で
意
図
し
て
い

な
い
。
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ク
リ
音
の
指
示
も
な
い
。
最
も
音
位
が
高
く
、
詞
章
を
華
や
か
に
彩
る
ク
リ
音
は
重

要
な
音
だ
が
、
基
本
と
な
る
上
音
・
中
音
・
下
音
の
指
示
す
ら
ま
ば
ら
な
段
階
で
は
、

是
非
と
も
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
た
だ
し
﹇
ク
セ
﹈
の
中
に
二
ヶ
所
、「
ツ
ク
ハ
山
ノ
」
と
「
ニ
ヲ
イ
モ
」（
写
真

１
・
２
）
に
は
上
ゲ
ゴ
マ
が
付
い
て
い
る
。
現
在
ク
リ
音
で
謡
う
と
こ
ろ
だ
が
、
自
筆

本
で
は
ゴ
マ
で
上
行
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
上
ゲ
ゴ
マ
は
こ
の
ほ
か
、
舞
の
直
前
、

「
ア
リ
ガ
タ
ヤ
」
に
も
付
い
て
い
る
（
写
真
３
）。
そ
の
前
の
句
「
ヲ
ト
ロ
カ
ヌ
ミ
ヨ
ナ

リ
」
に
「
下
」
が
あ
る
の
で
、「
ア
リ
ガ
タ
ヤ
」
で
上
行
せ
よ
と
の
指
示
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
現
在
で
は
「
り
」
に
「
ハ
ル
」
と
あ
る
。「
難
波
梅
」
で
ゴ
マ
が
付
い
て
い

る
の
は
こ
の
三
ヶ
所
だ
け
だ
が
、
す
べ
て
上
ゲ
ゴ
マ
な
の
が
興
味
深
い
。（（

77
））

「
延
」
は
、﹇
ク
セ
﹈
中
に
一
カ
所
「
ヤ
シ
マ
ノ
ホ
カ
マ
テ
」
の
冒
頭
に
記
述
さ
れ

て
い
る
（
写
真
４
）。
こ
こ
は
現
在
で
は
ヤ
ヲ
の
間
（
第
二
拍
半
）
で
謡
い
出
し
、
作

曲
上
、
分
離
ノ
ト
リ
の
扱
い
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
譜
例
１
）（（

88
））
。
こ
の
句
の
謡
い

出
し
を
遅
ら
せ
る
分
、
前
の
句
末
「
フ
カ
ウ
シ
テ
」
の
「
テ
」
を
長
く
延
ば
し
て
謡
う

こ
と
に
な
る
の
で
そ
の
指
示
か
、
あ
る
い
は
「
ヤ
シ
マ
ノ
」
の
「
シ
」
や
「
マ
」
を
延

ば
す
指
示
の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
。
自
筆
本
で
は
「
シ
」
に
ゴ
マ
が
二
つ
付
い
て

い
る
。「
シ
」
を
二
字
分
延
ば
せ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
現
在
同
じ
よ
う

に
分
離
ノ
ト
リ
で
音
を
延
ば
す
こ
れ
以
外
の
箇
所
に
「
延
」
の
表
記
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。

「
難
波
」
で
は
記
号
の
表
記
箇
所
が
少
な
い
た
め
、
そ
の
意
図
を
明
確
に
す
る
の
は

む
ず
か
し
い
。
現
在
と
謡
い
方
が
違
っ
て
い
た
、
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、

「
難
波
」
の
段
階
で
は
厳
密
に
フ
シ
を
記
入
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
○
は
区
切
り
を
示
す
記
号
で
あ
る
。
一
句
の
区
切
り
、
上
ノ
句
と
下
ノ
句
の

区
切
り
は
分
か
ち
書
き
で
表
示
す
る
の
が
自
筆
本
の
原
則
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
は
っ
き

り
さ
せ
た
い
場
合
、
○
を
併
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
望
月
は
、

世
阿
弥
自
筆
能
本
に
お
け
る
区
切
り
の
点
と
さ
れ
て
き
た
○
を
、
分
か
ち
書
き
に

よ
る
区
切
り
と
は
別
の
機
能
を
担
う
も
の
と
見
、
現
行
謡
本
の
当
該
箇
所
と
対
照
す

る
と
、
○
の
現
れ
る
箇
所
に
「
ヤ
ヲ
ハ
」
が
現
れ
る
事
例
が
実
在
す
る
の
を
ヒ
ン
ト

に
、
記
号
○
は
お
そ
ら
く
鼓
に
対
す
る
世
阿
弥
の
指
示
で
は
な
い
か
と
見
当
を
つ
け

た
。
―
中
略
―
拍
子
（
鼓
）
が
間
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
七
字
五
字
の

五
字
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
本
地
の
は
じ
め
に
八
拍
子
と
し
て
の
不
足
字
数
分
の
間
が

あ
る
場
合
で
あ
り
…

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（（
99
））
。「
難
波
梅
」
に
お
い
て
○
印
が
頻
出
す
る
の
は

﹇
ク
セ
﹈
中
で
、
た
し
か
に
望
月
が
指
摘
し
た
よ
う
に
謡
い
出
し
の
間
が
ヤ
ア
・
ヤ

ヲ
・
ヤ
ヲ
ハ
な
ど
、
本
間
以
外
と
な
る
句
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
（（
1100
））
。
一
例
を
あ
げ
て

み
よ
う
。「
○
ハ
マ
ノ
マ
サ
コ
ノ
カ
ス
ツ
モ
リ
テ
　
ユ
キ
ワ
　
ホ
ウ
ネ
ン
ノ
　
ミ
ツ
キ

モ
ノ
」（
譜
例
２
・
写
真
５
）。「
ハ
マ
ノ
マ
サ
コ
ノ
」
の
前
に
○
が
な
け
れ
ば
上
ノ
句

「
ハ
マ
ノ
マ
サ
コ
ノ
」
七
文
字
、
下
ノ
句
「
カ
ス
ツ
モ
リ
テ
」
六
文
字
で
、
本
間
謡
い

出
し
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
○
が
あ
る
の
で
本
間
以
外
の
謡
い
出
し
で
、
謡
い
出
し
の
間

を
遅
ら
せ
る
句
だ
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
上
ノ
句
を
「
ハ
マ
ノ
」
と
「
マ
サ
コ
ノ
」

に
分
離
し
、
そ
の
前
半
を
ヤ
ヲ
ハ
の
間
謡
い
出
し
の
ト
リ
の
句
、「
マ
サ
コ
ノ
」
と
下

ノ
句
を
ヤ
ヲ
の
間
謡
い
出
し
の
本
地
で
謡
う
、
分
離
ノ
ト
リ
の
扱
い
に
す
る
わ
け
で
あ

る
。
次
の
「
ユ
キ
ワ
」
も
現
在
で
は
同
じ
く
分
離
ノ
ト
リ
と
し
て
扱
う
が
、
自
筆
本
で

は
こ
の
句
の
前
に
○
が
な
い
。
こ
こ
は
行
が
変
わ
る
の
で
記
す
の
を
省
略
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、「
ユ
キ
ワ
　
ホ
ウ
ネ
ン
ノ
」
と
分
か
ち
書
き
を
し
て
い
る
の
で
「
ユ
キ

ワ
」
部
分
が
ヤ
ヲ
ハ
謡
い
出
し
の
ト
リ
の
句
に
な
り
、「
ホ
ウ
ネ
ン
ノ
　
ミ
ツ
キ
モ
ノ
」

で
次
の
一
句
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
記
す
と
、
分
か
ち
書
き
だ
け
で
十
分
で
は

な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
分
離
ノ
ト
リ
を
含
め
て
分
か
ち
書

き
を
続
け
て
い
く
と
、
ど
こ
ま
で
を
一
句
と
み
な
す
の
か
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
そ
の

た
め
に
○
印
を
併
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

﹇
ク
セ
﹈
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
と
似
た
意
図
で
○
を
記
し
た
例
が
後
場
の
大
ノ
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リ
謡
「
○
ヲ
ト
ロ
カ
ヌ
　
ミ
ヨ
ナ
リ
」
に
見
え
る
。
大
ノ
リ
謡
は
一
字
に
一
拍
を
当
て
、

ヤ
ア
ノ
間
（
第
二
拍
）
か
ら
謡
い
出
す
形
を
基
本
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
上
ノ
句
四
字
、

下
ノ
句
四
字
が
基
本
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は
五
文
字
で
あ
る
。
半
句
に
収
ま
ら

な
い
の
で
、
部
分
的
に
一
拍
に
二
文
字
を
当
て
て
ヤ
ヲ
の
間
（
第
二
拍
半
）
か
ら
謡
い

だ
す
か
、
五
文
字
全
体
を
一
句
と
み
な
し
て
特
殊
な
ア
タ
リ
で
謡
う
か
二
通
り
を
選
択

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
譜
例
３
）。
現
行
の
謡
で
は
、
○
を
つ
け
た
こ
の
句
は
前
者

の
ア
タ
リ
に
な
っ
て
い
る
。「
難
波
梅
」
の
キ
リ
冒
頭
に
は
「
打
ち
鳴
ら
す
」
と
い
う

句
が
あ
り
、
こ
れ
は
後
者
の
ア
タ
リ
だ
が
、
こ
こ
に
は
○
印
は
な
い
。
○
は
、
前
者
の

ア
タ
リ
で
謡
う
指
示
と
考
え
ら
れ
る
。
大
ノ
リ
謡
で
は
も
う
一
カ
所
、「
ア
ソ
ヒ
タ
ワ

フ
レ
」
の
前
に
も
○
印
が
あ
る
。
こ
の
前
の
「
ノ
リ
ナ
ラ
ヌ
」
は
五
文
字
で
後
者
の
ア

タ
リ
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
ア
ソ
ヒ
タ
ワ
フ
レ
」
か
ら
次
の
新
た
な
一
句
が
始
ま
る
ぞ
、

と
注
意
を
う
な
が
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
ノ
リ
謡
の
ヤ
ヲ
の
間
謡
い
出

し
の
句
す
べ
て
に
○
印
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
難
波
」
で
は
カ
ケ
合
で
謡
う
こ
と

が
多
い
の
で
、
役
謡
が
交
代
す
る
と
こ
ろ
に
は
指
示
す
る
ま
で
も
な
い
と
考
え
た
の
だ

ろ
う
か
。
判
断
が
あ
や
う
い
と
考
え
た
箇
所
に
○
印
を
つ
け
た
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ワ
キ
の
道
行
、
お
よ
び
シ
テ
登
場
の
﹇
上
歌
﹈
に
は
こ
れ
と
は
異
な
る

用
例
が
見
ら
れ
る
。
道
行
で
は
「
ウ
ラ
ツ
タ
イ
□
□
ユ
ク
ホ
ト
ニ
」
の
後
（
写
真
６
）、

シ
テ
の
﹇
上
歌
﹈
で
は
「
ス
ク
ナ
ル
キ
ミ
ヲ
　
ア
ヲ
カ
ン
ト
」
の
後
に
○
が
置
か
れ
て

い
る
。﹇
上
歌
﹈
は
二
節
で
構
成
さ
れ
る
小
段
だ
が
、
両
句
と
も
第
一
節
の
終
句
で
、

現
在
で
は
○
の
位
置
に
鼓
の
合
の
手
、「
打
切
」
が
入
る
。
望
月
は
、
謡
い
出
し
の
間

が
遅
れ
る
場
合
は
「
不
足
分
の
間
を
鼓
が
も
つ
」
の
で
○
印
を
鼓
に
対
す
る
指
示
と
想

定
し
た
。
世
阿
弥
時
代
の
鼓
の
手
配
り
ま
で
推
測
で
き
な
い
が
、
節
の
切
れ
目
を
○
印

で
示
し
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
謡
い
出
し
の
間
は
問
題
に
な
ら
な

い
。
二
カ
所
と
も
現
在
で
は
○
印
の
あ
と
の
句
を
本
間
で
謡
い
出
し
て
い
る
。
第
二
節

を
分
離
ノ
ト
リ
で
始
め
、
ヤ
ヲ
や
ヤ
ヲ
ハ
の
間
で
謡
い
出
す
﹇
上
歌
﹈
は
少
な
く
な
い

が
、
そ
れ
は
場
面
が
展
開
し
て
初
同
や
二
ノ
同
に
な
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
シ
テ
登
場

の
﹇
上
歌
﹈
で
も
修
羅
能
以
下
の
作
品
に
限
ら
れ
、
脇
能
の
道
行
や
シ
テ
の
﹇
上
歌
﹈

は
本
間
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
謡
い
出
す
方
が
多
い
。
自
筆
本
の
場
合
も
現
行
通
り
、
本

間
で
謡
い
出
す
と
判
断
し
た
い
。

﹇
ク
セ
﹈
中
の
○
印
は
本
間
以
外
で
謡
い
出
す
箇
所
に
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、﹇
上

歌
﹈
中
の
○
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
地
拍
子
の
点
で
は
む
し
ろ

逆
の
意
味
を
提
示
し
て
い
た
。
鼓
の
手
は
と
も
か
く
、
○
は
、
望
月
が
想
定
し
た
「
ヤ

ヲ
ハ
や
ヤ
ヲ
の
間
を
指
示
す
る
」
印
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
視
点
で
考
え

れ
ば
矛
盾
し
た
記
号
だ
が
、
か
つ
て
「
ハ
ヤ
フ
シ
」
を
考
察
し
た
と
き
に
述
べ
た
よ
う

に
、
世
阿
弥
の
記
号
、
表
記
は
現
在
の
我
々
と
分
類
の
視
点
を
異
に
す
る
場
合
が
少
な

く
な
か
っ
た
。
一
つ
の
記
号
が
一
つ
の
謡
い
方
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う

な
効
果
が
得
ら
れ
れ
ば
音
楽
構
造
上
異
な
っ
て
い
て
も
同
じ
指
示
を
出
す
の
が
世
阿
弥

の
行
き
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
分
か
ち
書
き
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
句
の
切
れ

目
、
節
の
切
れ
目
を
明
確
に
す
る
意
図
で
○
印
を
付
し
た
の
で
あ
っ
て
、
注
意
を
促
し

た
か
っ
た
点
が
あ
る
場
合
は
謡
い
出
し
の
間
、
他
の
場
合
は
節
の
切
れ
目
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。

句
の
切
れ
目
、
と
い
う
点
で
は
拍
子
不
合
の
謡
、﹇
ク
セ
﹈
前
の
﹇
ク
リ
﹈
や
﹇
サ

シ
﹈、
後
場
の
﹇
サ
シ
﹈
に
置
い
た
○
印
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
現
在
、
サ
シ
調
の

拍
子
不
合
の
謡
で
は
、
句
末
を
二
字
オ
ト
シ
、
一
字
オ
ト
シ
な
ど
特
有
の
謡
い
方
を
す

る
。
句
末
で
な
け
れ
ば
、
文
意
が
切
れ
て
い
て
も
こ
う
し
た
謡
い
方
を
し
な
い
の
だ
が
、

世
阿
弥
が
○
印
を
つ
け
た
句
は
こ
れ
に
類
し
た
句
末
ら
し
い
謡
い
方
を
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ま
た
、﹇
ク
セ
﹈
前
の
﹇
サ
シ
﹈
で
は
、
現
在
で
は
謡
の
担
当
が
変
わ
る

箇
所
に
○
印
を
置
い
て
い
る
。
担
当
の
交
代
を
示
す
意
図
も
含
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

鼓
の
手
、
と
い
う
見
解
が
望
月
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、﹇
ク
リ
﹈
や
﹇
サ
シ
﹈

中
の
○
印
に
鼓
の
手
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
現
在
、
拍
子
不
合
の
小

段
で
は
、
句
の
切
れ
目
に
関
係
な
く
手
を
打
ち
流
し
て
い
く
。
基
本
的
な
手
は
拍
子
合
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と
同
じ
で
も
、
カ
ケ
声
を
引
き
、
拍
と
拍
の
間
を
不
等
に
す
る
な
ど
謡
の
進
行
を
見
計

ら
い
な
が
ら
打
っ
て
い
る
の
だ
が
、
世
阿
弥
時
代
に
も
そ
れ
に
近
い
打
ち
方
を
し
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
阿
弥
時
代
に
拍
間
を
不
等
に
し
な
が
ら
打
っ
て
い
た
か
ど

う
か
不
明
だ
が
、
拍
子
不
合
の
謡
は
一
句
の
長
さ
が
不
定
で
あ
る
。
不
定
な
句
に
鼓
の

手
を
あ
て
て
打
ち
、
一
句
ご
と
に
区
切
り
を
つ
け
る
の
は
不
可
能
で
は
な
い
が
相
当
に

困
難
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
○
印
に
は
句
の
切
れ
目
を
指
示
す
る
役
目
し
か

な
か
っ
た
と
推
測
し
た
い
。

○
印
は
こ
の
あ
と
の
能
本
で
は
ふ
え
る
傾
向
に
あ
る
。「
難
波
梅
」
で
は
あ
ま
り
に

も
多
義
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
後
の
能
本
で
は
補
助
記
号
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
次
章
以
降
で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
『
音
曲
口
伝
』
の
表
記
　
ー
﹇
上
歌
﹈の
旋
律
を
中
心
に
ー

世
阿
弥
伝
書
の
う
ち
、
応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
の
奥
書
を
持
つ
『
音
曲
口
伝
』

の
伝
本
の
中
に
は
、
末
尾
に
「
祝
言
」
と
「
ば
う
お
く
」
の
例
と
し
て
「
足
引
山
」

「
塩
釜
（
融
）」「
小
町
（
関
寺
小
町
）」
の
一
部
を
載
せ
た
写
本
が
あ
る
。「
花
伝
」
と

合
写
さ
れ
て
い
る
宗
節
署
名
本
（
観
世
文
庫
蔵
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
岩
波
思
想
体
系

『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
の
解
題
・
補
注
に
よ
る
と
、
宗
節
自
身
の
書
写
で
は
な
い
ら
し
い
。

も
ち
ろ
ん
世
阿
弥
の
自
筆
で
も
な
い
の
だ
が
、「
ハ
ル
」「
下
」
な
ど
の
表
記
の
ほ
か
に

ゴ
マ
や
区
切
り
の
句
点
も
付
記
さ
れ
、
表
記
法
や
ゴ
マ
、
こ
と
に
マ
ワ
シ
の
形
状
な
ど
、

フ
シ
付
ケ
に
古
態
が
感
じ
ら
れ
る
。
世
阿
弥
時
代
の
フ
シ
付
ケ
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
と

す
る
表
章
の
判
断
に
従
い
、「
融
」
と
「
関
寺
小
町
」
の
フ
シ
付
ケ
を
現
行
と
比
較
し

て
み
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
応
永
三
十
年
以
降
の
自
筆
本
で
は
表
記
の
数
も
ふ
え
る

が
、「
融
」
も
「
関
寺
小
町
」
も
文
字
に
よ
る
指
示
や
ゴ
マ
を
付
し
た
箇
所
が
ま
ば
ら

で
あ
る
。
原
本
の
フ
シ
付
ケ
が
奥
書
の
年
に
行
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、「
難
波
梅
」
に
つ
い
で
古
い
資
料
に
な
る
。

「
融
」
は
、
前
シ
テ
登
場
の
サ
シ
「
陸
奥
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
」
か
ら
二
ノ
同
ま
で

が
載
っ
て
い
る
。「
サ
シ
ゴ
ト
」
で
は
「
よ
る
べ
も
い
さ
や
」
の
「
上
」、「
心
も
澄
め

る
」
の
「
下
」、「
定
め
な
き
」
で
中
音
に
下
が
る
指
示
が
現
行
と
一
致
し
て
い
る
が
、

「
照
る
月
」
の
「
ハ
ル
」
は
現
行
の
謡
本
に
は
見
え
な
い
。「
定
め
な
き
」
の
「
下
」
は

「
下
ゲ
」、「
心
も
澄
め
る
」
の
「
下
」
は
「
下
音
（
観
世
流
の
中
音
）」
謡
い
だ
し
、
と

二
つ
の
意
味
を
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
難
波
」
で
見
た
よ
う
に
、
現

在
で
は
音
位
の
変
化
が
な
く
、
上
音
の
ま
ま
謡
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
新
た
に
「
上
」
と

記
す
例
は
自
筆
本
に
多
い
。
こ
こ
は
上
音
で
謡
っ
て
ほ
し
い
、
下
音
で
謡
っ
て
ほ
し
い
、

と
い
う
要
求
の
強
い
と
こ
ろ
に
記
す
の
が
「
上
」
や
「
下
」
で
あ
り
、「
下
」
に
は
音

位
を
変
化
さ
せ
る
「
下
ゲ
」
の
意
味
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
た
い
。
現
行
の
大
成
版
で

は
上
音
で
謡
い
出
す
と
こ
ろ
を
「
上
」、
中
音
か
ら
上
音
に
音
位
を
あ
げ
て
二
字
以
上

謡
う
章
に
「
ハ
ル
」
と
記
し
て
区
別
し
て
い
る
が
、『
音
曲
口
伝
』
の
用
法
も
こ
れ
に

近
い
。
一
字
の
み
上
行
す
る
と
こ
ろ
は
一
カ
所
、﹇
下
歌
﹈
の
「
う
ら
さ
び
し
く
も
荒

れ
は
つ
る
」
だ
け
だ
が
、「
入
」
と
上
ゲ
ゴ
マ
を
併
記
し
て
い
る
。﹇
下
歌
﹈
は
通
常
上

音
へ
上
行
せ
ず
、
中
・
下
旋
律
に
終
始
す
る
・
通
常
と
は
異
な
る
フ
シ
な
の
で
「
入
」

と
表
記
し
た
の
だ
ろ
う
。

次
の
﹇
上
歌
﹈
で
は
「
し
ほ
な
れ
衣
」
に
「
上
」
の
指
示
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
﹇
上
歌
﹈
は
二
節
型
の
構
造
を
取
る
小
段
で
あ
る
。
上
音
で
謡
い
出
し
、
途
中
で
中

音
に
下
が
っ
た
と
こ
ろ
が
第
一
節
、
第
二
節
は
再
び
上
音
か
ら
謡
い
出
し
て
下
音
で
謡

い
収
め
る
構
造
だ
が
、
詞
章
の
内
容
の
点
で
も
節
の
区
切
り
は
重
要
で
あ
る
。「
し
ほ

な
れ
衣
」
は
第
二
節
の
開
始
部
分
に
あ
た
る
の
で
「
上
」
と
付
し
た
わ
け
だ
が
、「
し

ほ
な
れ
衣
」
の
前
の
句
末
「
袖
さ
む
き
」
の
下
線
部
に
下
ゲ
ゴ
マ
を
付
し
て
い
る
。
文

字
で
は
な
く
、
ゴ
マ
で
音
位
の
下
行
を
示
し
た
わ
け
だ
。

こ
こ
で
、
ゴ
マ
に
つ
い
て
論
じ
て
お
こ
う
。
ゴ
マ
は
、「
盛
久
」
な
ど
に
見
ら
れ
る

も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
状
で
、
上
ゲ
ゴ
マ
、
下
ゲ
ゴ
マ
、
直
グ
ゴ
マ
の
ほ
か
に
、
マ

ワ
シ
に
相
当
す
る
ゴ
マ
も
付
い
て
い
る
。
蒲
生
美
津
子
（（
1111
））

が
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
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れ
ら
の
ゴ
マ
は
早
歌
譜
に
似
た
も
の
が
多
い
。
蒲
生
に
よ
る
と
早
歌
譜
に
は
「
直
グ
ゴ

マ
・
下
ゲ
ゴ
マ
・
上
ゲ
ゴ
マ
・
入
リ
ゴ
マ
・
ユ
リ
ゴ
マ
・
マ
ワ
シ
ゴ
マ
・
大
マ
ワ
シ
・

中
マ
ワ
シ
・
フ
リ
」
な
ど
の
ゴ
マ
が
あ
り
、
表
記
と
し
て
「
永
・
延
」
な
ど
が
あ
る
そ

う
だ
。
謡
の
表
記
に
あ
た
っ
て
、
先
行
す
る
早
歌
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ

う
。直

グ
ゴ
マ
・
上
ゲ
ゴ
マ
・
下
ゲ
ゴ
マ
は
、
ほ
ぼ
現
行
と
同
じ
音
位
の
変
化
に
則
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
シ
テ
登
場
の
﹇
サ
シ
﹈
中
「
つ──

き──

も＼＼

」、
シ
テ
登
場
の

﹇
上
歌
﹈
の
「
夕ハハ

ルル

か＼＼

な＼＼

」、
初
同
の
「
霧＼＼

＼＼

の
ま──

が──

き＼＼

」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
音
位
の

指
示
が
「
上
・
ハ
ル
・
入
・
下
」
の
み
で
表
記
も
疎
ら
な
の
を
ゴ
マ
で
補
っ
た
形
で
あ

る
。「
し
ほ
な
れ
衣
」
の
前
の
句
末
に
下
ゲ
ゴ
マ
を
置
い
た
の
は
そ
の
例
だ
し
、「
さ
ざ

波
や
」
で
始
ま
る
「
関
寺
小
町
」
の
﹇
上
歌
﹈
で
も
第
一
節
の
終
わ
り
の
章
に
下
ゲ
ゴ

マ
を
付
し
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、「
融
」
の
﹇
サ
シ
﹈「
う
ら
見
て
渡
る
老
い
が
身
の
」
の
句
末
に
ゴ

マ
を
付
し
た
点
で
あ
る
。
次
の
句
で
上
音
に
上
行
す
る
の
で
、
そ
の
前
に
音
位
を
下
げ

る
指
示
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
一
字
落
チ
、
二
字
落
チ
の
よ
う
に
句
末
で
特

別
な
謡
い
方
を
す
る
指
示
か
も
し
れ
な
い
。

『
音
曲
口
伝
』
に
は
ク
リ
音
の
指
示
が
な
い
。
た
だ
し
「
融
」
の
「
時
雨
る
松／／

の／／

か／／

ぜ
」、「
関
寺
小
町
」
の
「
青
柳

／／

／／

──

の
い
と
絶
え
ず
」
に
は
上
ゲ
ゴ
マ
が
付
し
て
あ
る
。

上
・
中
・
下
の
基
礎
と
な
る
音
に
つ
い
で
重
要
な
音
な
の
で
、「
難
波
梅
」
同
様
、
ゴ

マ
で
ク
リ
音
へ
の
上
行
を
指
示
し
た
わ
け
だ
。

「
マ
ワ
シ
」
の
記
載
も
多
い
。
生
ミ
字
を
出
し
、
生
ミ
字
部
分
で
音
位
を
下
げ
て
謡

う
の
が
マ
ワ
シ
で
あ
る
。
現
行
の
謡
で
は
マ
ワ
シ
を
謡
わ
な
い
章
に
ま
で
つ
い
て
い
る

の
が
気
に
な
る
が
、「
融
」
の
﹇
サ
シ
﹈「
塩
竃
の
」、﹇
上
歌
﹈
の
「
い
ざ
我
も
立
ち
渡

り
」
と
「
む
か
し
の
跡
を
み
ち
の
く
の
」、「
関
寺
小
町
」
の
﹇
上
歌
﹈「
青
柳
の
糸
絶

え
ず
」
と
「
た
と
ひ
時
う
つ
り
」
の
傍
線
部
に
施
し
た
マ
ワ
シ
は
現
行
の
謡
と
一
致
す

る
。
マ
ワ
シ
は
、
江
戸
中
期
あ
た
り
ま
で
「
へ
」
字
に
近
い
形
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も

そ
れ
に
似
た
形
で
、
少
し
カ
ー
ブ
の
つ
い
た
下
ゲ
ゴ
マ
や
、
半
円
形
を
し
て
い
る
。
ゴ

マ
の
形
状
が
自
筆
本
に
近
い
の
は
、
写
本
と
し
て
の
信
頼
性
の
高
さ
を
証
明
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

「
融
」
の
﹇
上
歌
﹈
に
戻
ろ
う
。
前
半
は
音
位
の
指
示
が
な
か
っ
た
が
、
小
段
末
に

な
っ
て
指
示
が
ふ
え
る
。「
袖
さ
む
き
」
に
「
下
」、
次
の
句
「
夕
べ
か
な
」
に
「
ハ
ル
」。

こ
こ
は
す
べ
て
現
行
と
同
じ
で
あ
る
。こ
れ
と
同
じ
指
示
が
初
同
・
二
ノ
同
に
も
あ
り
、

「
ち
か
の
浦
わ
を
な
が
め
む
や
」「
音
を
の
み
泣
く
ば
か
り
な
り
」
で
、
下
ノ
句
に
「
ハ

ル
」
と
表
記
が
あ
る
。﹇
上
歌
﹈
は
初
句
と
終
句
を
繰
り
返
す
形
を
完
備
型
と
し
て
い

る
。
そ
の
場
合
、
初
句
は
基
本
的
に
同
じ
フ
シ
で
返
シ
を
謡
う
の
に
対
し
て
、
終
句
は

返
シ
で
必
ず
フ
シ
を
変
え
る
。
終
句
の
場
合
、
下
ノ
句
を
上
音
に
あ
げ
て
か
ら
返
す
場

合
と
中
音
の
ま
ま
で
返
す
場
合
の
二
通
り
に
分
類
で
き
る
（
表
１
）
の
だ
が
、
そ
の
う

ち
の
ど
ち
ら
で
謡
う
の
か
、
世
阿
弥
と
し
て
は
区
別
し
て
お
き
た
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
。先

に
、﹇
上
歌
﹈
の
形
式
を
整
え
た
人
物
は
不
明
、
と
述
べ
た
が
、
世
阿
弥
以
前
の

作
品
に
は
、
形
式
の
整
わ
な
い
﹇
上
歌
﹈
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
金
剛
太
夫
が
演

じ
た
と
い
う
「
海
人
」
で
は
、
定
型
通
り
の
﹇
上
歌
﹈
は
ワ
キ
登
場
の
﹇
上
歌
﹈
の
み

で
あ
る
。
前
シ
テ
登
場
の
段
は
﹇
下
歌
﹈
だ
し
、﹇
ク
セ
﹈
の
前
の
﹇
上
歌
﹈
は
途
中

に
シ
テ
謡
を
挟
む
な
ど
変
則
的
で
あ
る
。
中
入
り
地
や
待
謡
に
相
当
す
る
謡
は
﹇
上
歌
﹈

風
で
は
あ
る
が
﹇
上
歌
﹈
で
は
な
い
。
ワ
キ
登
場
の
﹇
上
歌
﹈
だ
け
形
が
整
っ
て
い
る

の
は
、
世
阿
弥
が
改
訂
し
た
と
き
に
手
を
入
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
観
阿
弥
の

演
じ
た
「
嵯
峨
の
大
念
仏
」
に
基
づ
く
「
百
万
」
に
は
そ
も
そ
も
﹇
上
歌
﹈
が
な
い
。

唯
一
﹇
上
歌
﹈
風
な
の
が
通
称
「
笹
ノ
段
」
と
言
わ
れ
る
謡
だ
が
、
シ
テ
と
地
謡
の
カ

ケ
合
に
終
始
し
て
い
る
。
同
じ
く
観
阿
弥
所
演
の
「
通
小
町
」
に
も
定
型
と
さ
れ
る
よ

う
な
﹇
上
歌
﹈
は
な
い
し
、「
綾
の
太
鼓
」
を
翻
案
し
た
と
さ
れ
る
「
恋
重
荷
」
に
も

﹇
上
歌
﹈
は
な
い
。
犬
王
の
演
じ
た
「
葵
上
」
で
は
、
シ
テ
登
場
の
﹇
上
歌
﹈
は
一
節

型
、
初
同
は
完
備
型
で
一
見
す
る
と
形
が
整
っ
て
い
る
が
、
フ
シ
付
ケ
が
変
わ
っ
て
い
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る
。
夢
幻
能
と
い
う
構
想
自
体
が
世
阿
弥
の
発
案
で
あ
る
か
ら
、
ワ
キ
の
「
道
行
」
や

「
待
謡
」、
前
場
の
状
況
を
描
く
﹇
上
歌
﹈
な
ど
、﹇
ク
セ
﹈
以
外
の
重
要
な
部
分
を

﹇
上
歌
﹈
で
謡
う
構
造
を
考
案
し
た
際
、
不
定
形
で
あ
っ
た
「
歌
」
を
整
え
て
現
行
の

よ
う
な
﹇
上
歌
﹈
に
し
た
て
た
の
も
世
阿
弥
な
の
で
あ
ろ
う
。『
申
楽
談
義
』
に
よ
っ

て
応
永
一
九
年
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
が
「
松
風
」
で
あ
る
。『
五

音
』
で
は
「
松
風
　
心
ヅ
ク
シ
ノ
秋
風
ニ
」
を
亡
父
曲
と
し
て
い
る
。
シ
テ
登
場
の

﹇
上
歌
﹈
ま
で
観
阿
弥
が
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
現
在
の
フ
シ
付
ケ
を

見
る
と
初
同
の
終
句
、「
朽
ち
ま
さ
り
行
く
袂
か
な
」
は
返
シ
の
前
の
下
ノ
句
で
上
音

に
上
が
る
。「
葵
上
」
の
初
同
も
、
上
音
に
上
が
っ
て
か
ら
返
シ
を
謡
う
か
た
ち
だ
し
、

自
筆
本
に
音
位
の
表
記
は
な
か
っ
た
が
、「
難
波
」
の
﹇
上
歌
﹈
も
す
べ
て
返
シ
の
前

に
上
音
に
上
が
る
形
で
あ
る
。
表
１
で
示
し
た
よ
う
に
世
阿
弥
作
の
﹇
上
歌
﹈
に
は
、

返
シ
前
の
下
ノ
句
で
上
音
に
あ
が
る
も
の
が
多
い
が
、
上
音
に
あ
げ
な
い
﹇
上
歌
﹈
も

あ
る
。「
関
寺
小
町
」
の
初
同
の
終
句
、「
鳥
の
跡
も
尽
き
せ
じ
や
」
は
中
音
の
ま
ま
謡

っ
て
返
シ
に
な
る
の
で
、『
音
曲
口
伝
』
で
は
「
跡
」
の
横
に
わ
ざ
わ
ざ
「
下
」
と
記

し
て
上
音
に
あ
げ
な
い
と
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
し
ん
み
り
し
た
場
面
で
は
中
音

の
ま
ま
返
シ
に
な
る
﹇
上
歌
﹈
を
謡
う
こ
と
が
多
い
。
返
シ
の
前
を
ど
う
謡
う
か
は
そ

の
﹇
上
歌
﹈
の
曲
趣
に
関
わ
る
大
切
な
問
題
で
、
ク
リ
音
の
指
示
よ
り
重
要
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
だ
け
細
か
く
終
句
の
指
示
を
し
て
い
る
の
に
﹇
上
歌
﹈

の
こ
の
部
分
の
旋
律
に
つ
い
て
、
伝
書
の
な
か
で
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。『
曲
付

次
第
』
の
な
か
で
「
漢
の
声
は
甲
の
物
（
注
　
上
歌
の
こ
と
）
一
段
の
内
に
一
所
あ
る

べ
し
。
乍
去
、
所
に
よ
り
て
漢
の
声
を
重
ね
て
上
る
所
も
あ
る
べ
し
」、『
三
道
』
に

「
甲
の
物
に
て
、
み
な
同
音
に
謡
い
出
す
事
よ
り
、
謡
ひ
止
む
る
ま
で
十
句
斗
を
二
切

れ
に
謡
ふ
べ
し
」
と
あ
る
程
度
で
、﹇
上
歌
﹈
に
つ
い
て
は
、
二
節
に
分
か
れ
る
こ
と
、

ク
リ
音
（
漢
の
声
）
は
多
用
せ
ぬ
こ
と
な
ど
、
大
ま
か
な
構
造
が
わ
か
る
程
度
で
あ
る
。

一
方
、
自
筆
本
で
は
節
の
切
れ
目
や
ク
リ
音
の
指
示
が
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
伝

書
と
自
筆
本
で
表
記
の
姿
勢
が
異
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

三
　
盛
　
久

（
一
）
フ
シ
の
表
記
と
ゴ
マ

応
永
三
十
年
以
降
、
音
位
や
地
拍
子
に
関
す
る
表
記
が
か
く
だ
ん
に
多
く
な
る
。
応

永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
八
月
十
二
日
の
奥
書
を
も
つ
「
盛
久
」
は
元
雅
の
作
だ
が
、

ク
ル
・
フ
ル
・
入
・
ヲ
ク
・
モ
ツ
・
遣
・
延
・
ノ
フ
ル
・
ソ
ラ
ス
・
ユ
ル
・
長
・
中
・

ツ
ク
、
と
記
号
の
種
類
も
ふ
え
、
上
下
記
号
や
○
印
も
頻
出
し
、
ゴ
マ
を
付
し
た
章
も

多
い
。
一
部
、
詞
章
も
訂
正
し
て
い
る
が
、
息
子
の
作
に
手
を
入
れ
だ
し
た
ら
細
部
ま

で
細
か
く
表
記
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
世
阿
弥
時
代
の
表
記
の
一
例

と
し
て
見
て
い
き
た
い
。

世
阿
弥
伝
書
で
は
、
同
じ
年
の
二
月
に
『
三
道
』
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

「
落
と
し
節
・
早
節
・
切
る
曲
・
切
拍
子
」
程
度
の
表
記
し
か
な
い
が
、『
三
道
』
に
先

行
し
て
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
『
曲
付
次
第
』
に
は
「
拍
子
を
お
き
て
待
つ
曲
・
遣や

る
曲
・
越
し
て
持
つ
曲
・
切
る
曲
・
重
ね
曲
・
責
め
曲
・
早
曲
」
な
ど
が
フ
シ
の
名
称

と
し
て
あ
が
っ
て
お
り
、
な
か
に
は
自
筆
本
の
表
記
と
一
致
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の

時
期
、
フ
シ
に
対
す
る
意
識
が
世
阿
弥
の
中
で
高
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
盛
久
」

の
段
階
で
は
解
明
で
き
る
も
の
は
少
な
い
の
だ
が
、
主
要
な
フ
シ
に
つ
い
て
表
２
に
ま

と
め
た
の
で
、
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。

旋
律
に
関
し
て
は
、「
ク
ル
」
を
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
が
大
き
な
変
化
で
あ

る
。
旋
律
を
彩
る
ク
リ
音
を
ど
こ
で
謡
う
か
は
、
作
曲
の
み
な
ら
ず
作
詞
の
点
で
も
大

き
な
問
題
に
な
る
。
ク
ル
の
表
記
箇
所
は
お
お
む
ね
現
行
と
一
致
し
て
い
る
が
、
現
在
、

ク
リ
音
で
謡
う
と
こ
ろ
で
自
筆
本
に
ク
ル
と
表
記
が
な
い
の
は
、
シ
テ
登
場
の
﹇
一
セ

イ
﹈「
イ
ツ
カ
マ
タ
キ
ヨ
ミ
ツ
テ
ラ
ノ
」（
こ
こ
は
入
リ
マ
ワ
シ
で
ク
リ
音
ま
で
上
行
す
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る
）、
二
ノ
句
の
「
ヲ
ト
ニ
タ
テ
ヌ
モ
」、﹇
ク
セ
﹈
中
の
「
タ
ン
ネ
ン
ノ
マ
コ
ト
ヲ
」

と
「
心
ヤ
ス
ク
ヲ
モ
ウ
ヘ
シ
」
の
四
カ
所
で
あ
る
。
た
だ
し
「
心
ヤ
ス
ク
」
に
は
「
入
」

と
記
入
さ
れ
て
い
る
し
、「
タ
ン
ネ
ン
ノ
マ
コ
ト
ヲ
」
で
は
「
タ／／

ン──

」
と
「
タ
」
字
に

上
ゲ
ゴ
マ
が
付
い
て
い
る
。「
難
波
梅
」
や
『
音
曲
口
伝
』
同
様
、
上
ゲ
ゴ
マ
で
ク
リ

音
へ
の
上
行
を
示
し
た
例
で
あ
る
。
逆
に
、
ク
ル
と
書
か
れ
て
い
な
が
ら
現
在
ク
リ
音

で
謡
わ
な
い
の
が
﹇
ク
リ
﹈
中
の
「
イ
マ
モ
ツ
テ
ハ
シ
メ
ナ
ラ
ス
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
は
大
成
版
で
は
「
ア
」、
ア
タ
リ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
タ
リ
に
つ
い
て
は
未
だ

解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
広
瀬
政
次
（（
1111
））

は
「『
入
』
の
小
さ
い
様
な
節
を
前
章
で
謡
っ

て
「
ア
」
の
あ
る
章
で
戻
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
推
測
し
、
室
町
時
代
の
観
世
流

写
本
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
高
橋
葉
子
も
「
中
音
か
ら
一
字
だ
け
上
音
へ
上
が
る
節
の

指
示
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
」
が
、
上
・
ク
リ
音
間
の
一
字
上
昇
に
も
用
例
が

あ
り
、
そ
の
場
合
の
「
当
と
入
の
記
譜
箇
所
に
は
、
内
容
的
に
違
い
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（（
1122
））
。
こ
の
場
合
も
ク
リ
音
へ
の
上
行
と
考
え
た
い
。

興
味
深
い
の
は
﹇
ク
リ
﹈
前
﹇
ト
リ
歌
﹈
中
の
「
ツ
ル
キ
ダ
ン
ダ
ン
ニ
」
で
あ
る
（
写

真
７
）。
ク
ル
と
い
う
表
記
は
句
頭
に
施
さ
れ
て
い
る
が
、
上
ゲ
ゴ
マ
は
「
ダ
」
に
書

か
れ
て
い
る
。
現
行
の
謡
で
も
「
段
」
で
ク
リ
を
謡
う
か
ら
、
ゴ
マ
の
方
が
現
行
の
謡

と
一
致
す
る
わ
け
だ
。

上
ゲ
ゴ
マ
と
「
ハ
ル
」
を
併
記
し
た
例
は
、﹇
ク
セ
﹈
前
の
﹇
サ
シ
﹈「
ヘ
ン
シ
ヲ
コ

タ
ル
」
の
「
ン
」
に
も
見
ら
れ
る
（
写
真
８
）
が
、
ゴ
マ
の
み
で
メ
ロ
デ
ィ
を
表
す
箇

所
も
ふ
え
た
。
た
と
え
ば
シ
テ
の
道
行
の
﹇
上
歌
﹈、「
マ
タ
ヤ
ツ
ハ
シ
ヤ
タ
カ
シ
山
」

は
現
在
中
・
下
旋
律
で
行
き
来
す
る
箇
所
だ
が
、「
マ＼＼

タ／／

ヤ／／

ツ／／

ハ／／

シ＼＼

ヤ
タ＼＼

カ／／

シ／／

」
と
ゴ

マ
が
あ
り
（
写
真
９
）、
ほ
ぼ
ゴ
マ
の
通
り
旋
律
を
上
・
下
行
さ
せ
る
と
現
行
と
同
じ

フ
シ
に
な
る
。﹇
ク
セ
﹈
末
の
「
ユ
メ
ワ
ス
ナ
ワ
チ
」
や
舞
後
の
「
キ
ミ
ヲ
イ
ワ
ウ
」

は
、
上
ゲ
ゴ
マ
の
み
で
ハ
ル
を
表
し
た
例
だ
が
、
下
ゲ
ゴ
マ
と
「
下
」
字
を
併
記
し
た

章
、
下
ゲ
ゴ
マ
の
み
の
章
も
少
な
く
な
い
。
下
ゲ
ゴ
マ
に
つ
い
て
は
、
下
向
き
に
か
な

り
の
長
さ
を
持
っ
て
記
し
た
記
号
も
散
見
さ
れ
る
。
下
ゲ
が
そ
の
後
も
続
く
意
味
を
示

し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ゴ
マ
を
付
す
箇
所
は
そ
の
後
の
自
筆
本
で
も
次
第
に
ふ
え
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
こ

ぞ
、
と
い
う
章
に
記
す
程
度
で
あ
る
。
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）、
と
本
奥
書
の
年
号

が
い
ち
ば
ん
新
し
い
「
弱
法
師
」
を
見
て
み
よ
う
。
シ
テ
登
場
の
﹇
上
歌
﹈
で
は
「
マ

ン
ダ
ラ
」、「
初
同
」
で
は
「
ナ
ニ
ワ
ノ
コ
ト
カ
」
に
な
っ
て
初
め
て
上
ゲ
ゴ
マ
が
付
く
。

現
行
の
謡
で
は
両
者
と
も
初
め
て
ク
リ
音
で
謡
う
箇
所
で
あ
る
。﹇
上
歌
﹈
は
上
音
で

謡
い
出
し
、
強
調
し
た
い
詞
章
を
ク
リ
音
で
謡
う
。
旋
律
が
定
型
化
し
て
い
る
の
で
、

ク
リ
音
で
謡
う
詞
章
さ
え
指
摘
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
以
外
の
指
示
が
な
く
て
も
あ
と
は

謡
え
る
の
で
あ
る
。﹇
一
セ
イ
﹈
の
「
イ
リ
ヒ
ノ
カ
ゲ
モ
」、﹇
中
ノ
リ
地
﹈
の
「
日
想

カ
ン
」「
モ
ウ
モ
ク
ノ
カ
ナ
シ
サ
」
も
同
じ
よ
う
に
上
ゲ
ゴ
マ
で
ク
リ
音
を
示
し
て
い

る
。﹇
ク
セ
﹈
は
下
音
で
謡
い
出
し
、
中
・
下
旋
律
を
繰
り
返
し
た
後
、
上
音
に
上
行

す
る
旋
律
構
造
を
も
つ
が
、「
弱
法
師
」
の
﹇
ク
セ
﹈
で
は
「
チ
ス
イ
」「
ナ
カ
レ
ヒ
サ

シ
キ
」
に
上
ゲ
ゴ
マ
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
上
音
に
上
が
る
と
わ
か
る
。「
ハ

ル
」
や
「
ク
ル
」
と
い
っ
た
文
字
表
記
の
少
な
さ
を
ゴ
マ
で
補
い
、
フ
シ
を
的
確
に
伝

え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
盛
久
」
に
戻
ろ
う
。
文
字
と
の
併
用
、
と
い
う
こ
と
で
は
、「
フ
ル
」
が
あ
げ
ら

れ
る
。
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、「
フ
ル
」
と
表
記
さ
れ
た
章
は
、
現
在
で
は
マ
ワ
シ

や
ノ
ミ
、
ま
れ
に
フ
リ
で
謡
う
。
そ
の
中
で
﹇
上
歌
﹈
の
「
ヲ
イ
ソ
ノ
モ
リ
」
に
は
ひ

ら
が
な
の
「
へ
」
字
に
似
た
ゴ
マ
（
写
真
10
）
が
、﹇
ク
セ
﹈
の
「
イ
ノ
チ
ニ
」
に
は

「
へ
」
字
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
よ
う
な
ゴ
マ
（
写
真
11
）
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。「
へ
」

字
に
似
た
ゴ
マ
は
単
独
で
も
用
い
て
い
る
が
、
現
行
で
マ
ワ
シ
に
相
当
す
る
章
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
へ
」
字
に
近
い
も
の
以
外
に
半
円
に
近
い
も
の
、
丸
味
を

帯
び
た
下
ゴ
マ
の
よ
う
な
も
の
、「
へ
」
字
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
も
の
な
ど
、
形
状
は

一
定
で
は
な
い
。

「
盛
久
」
に
な
っ
て
表
記
の
増
え
た
の
が
「
入
」
で
あ
る
。
現
在
と
同
じ
く
一
音
位

上
行
の
意
味
で
用
い
る
例
が
多
い
が
、
現
行
で
は
二
字
バ
リ
（
シ
テ
道
行
前
の
﹇
サ
シ
﹈
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「
セ
キ
ノ
ヒ
カ
シ
ニ
オ
モ
ム
ケ
ハ
」
写
真
12
）、
大
成
版
で
は
ア
タ
リ
（
シ
テ
登
場
の

﹇
サ
シ
﹈「
ゴ
ケ
チ
エ
ン
ム
ナ
シ
カ
ラ
ン
ヤ
」
な
ど
）
と
な
っ
て
い
る
章
も
少
な
く
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
ア
タ
リ
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、「
入
」
と
の
違
い
も
明
ら

か
で
は
な
い
の
で
、
報
告
に
と
ど
め
て
お
く
。

「
盛
久
」
で
は
、
ゴ
マ
や
フ
シ
の
か
な
り
の
部
分
が
現
行
の
謡
と
一
致
す
る
が
、
す

べ
て
で
は
な
く
、﹇
問
答
﹈
な
ど
コ
ト
バ
の
部
分
に
「
下
」
な
ど
が
書
か
れ
る
な
ど
、

解
明
で
き
な
い
フ
シ
付
ケ
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
コ
ト
バ
と
サ
シ
ゴ
ト
、
サ

シ
コ
エ
な
ど
の
謡
い
分
け
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
（（
1144
））

が
、
現
在
と

は
異
な
る
謡
い
分
け
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）「
中
」
に
つ
い
て

「
盛
久
」
に
見
え
る
珍
し
い
表
記
が
「
中
」
で
あ
る
。「
盛
久
」
に
六
箇
所
あ
る
ほ

か
は
「
弱
法
師
」
に
一
箇
所
し
か
な
い
。
二
曲
と
も
元
雅
作
と
い
う
点
が
興
味
深
い
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
蒲
生
郷
昭
（（
1155
））

が
「『
ク
ル
』
と
書
か
れ
て
い
る
あ
た
り
に
は
『
中
』
の

記
入
は
な
い
の
で
あ
る
。『
中
』
は
や
は
り
低
音
域
と
密
着
し
た
記
号
で
あ
る
ら
し
い
」

と
述
べ
、「
音
階
の
中
音
だ
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。
蒲
生
は
こ
の
あ
と
室
町
末

期
の
謡
本
を
調
査
し
、「
観
世
流
で
は
、
す
で
に
室
町
時
代
に
、『
中
』
の
概
念
が
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
号
と
し
て
謡
本
に
書
く
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
た
と
え
ば
『
下
』
な
ど
に
較
べ
て
、
か
な
り
後
ま
で
恣
意
的
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
、
さ
ら
に
謡
伝
書
『
塵
芥
抄
』
や
『
音
曲
玉
淵
集
』
ら

の
記
述
か
ら
「『
中
』
に
は
、
ウ
ク
と
い
う
概
念
と
の
接
点
も
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

「
そ
れ
に
し
て
も
中
音
の
『
中
』
と
中
ウ
キ
の
『
中
』
は
、
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
」、
と
い
う
の
が
蒲
生
の
感
想
で
あ
る
。

室
町
後
期
の
謡
本
は
参
照
す
る
に
と
ど
め
、
ま
ず
「
盛
久
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

こ
う
。
推
測
し
や
す
い
の
が
、﹇
ク
セ
﹈
の
「
ハ
ト
ノ
ツ
エ
ニ
ス
ガ
リ
ツ
ツ
」（
写
真
13
）

で
あ
る
。
こ
の
句
は
中
音
で
始
ま
る
。
そ
の
前
に
も
中
音
で
謡
う
句
は
あ
る
が
、「
中
」

と
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
の
後
「
キ
ヨ
ミ
ツ
ノ
ア
タ
リ
ヨ
リ
」
や
「
モ
ト
ヨ
リ

大
ジ
大
ヒ
ノ
」
も
、
現
在
で
は
中
音
で
謡
い
だ
す
が
、
そ
の
句
頭
は
「
下
」
と
な
っ
て

い
る
。
今
日
的
な
感
覚
で
言
う
と
整
合
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
研
究
者

の
視
点
で
み
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
世
阿
弥
な
り
に
、
ま
た
元
雅
な
り
に
「
中
」
と
し
た

意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
﹇
ク
セ
﹈
は
下
音
で
謡
い
出
し
、
中
・
下
旋

律
を
何
句
が
経
た
後
、
上
音
に
上
行
す
る
、
と
い
う
旋
律
進
行
の
キ
マ
リ
が
あ
る
。
従

っ
て
﹇
ク
セ
﹈
の
冒
頭
に
中
音
が
で
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
、
ど
こ
ま
で

中
音
で
謡
う
か
、
ど
の
句
で
上
音
に
あ
げ
る
か
は
、
謡
う
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
で
あ
る
。「
盛
久
」
の
場
合
、
現
在
で
は
「
ハ
ト
ノ
ツ
エ
ニ
ス
ガ
リ
ツ
ツ
」

の
次
の
句
で
上
音
に
あ
が
る
。
こ
こ
は
ま
だ
上
行
し
て
は
い
け
な
い
、
と
注
意
を
喚
起

す
る
た
め
に
「
中
」
と
付
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
「
メ
ウ
モ
ン
　
タ
タ
シ
キ
」

に
は
「
ハ
ル
」
も
上
ゲ
ゴ
マ
も
な
い
が
、「
ハ
ト
ノ
ツ
エ
」
に
「
中
」
と
あ
る
か
ら
次

の
句
で
上
行
す
る
、
と
推
測
が
つ
く
わ
け
だ
。
実
は
、
観
世
文
庫
所
蔵
の
永
正
一
三
年

観
世
弥
次
郎
長
俊
筆
「
当
麻
」
で
も
、﹇
ク
セ
﹈
の
「
せ
う
み
や
う
観
念
の
」
の
句
頭

に
「
中
」、「
観
念
の
」
に
「
ハ
ル
」
と
付
い
て
い
る
。
こ
の
譜
本
で
「
中
」
と
付
し
た

の
は
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。「
盛
久
」
と
同
じ
条
件
で
「
中
」
と
表
記
し
た
こ
と
は

確
実
で
あ
ろ
う
。﹇
ク
セ
﹈
で
上
音
に
上
が
る
直
前
の
中
音
の
句
に
「
中
」
と
記
す
例

は
、
同
じ
く
観
世
文
庫
蔵
の
天
文
十
九
年
観
世
又
五
郎
奥
書
の
「
紅
葉
狩
」
の
﹇
ク
セ
﹈、

「
じ
や
い
ん
ま
う
こ
も
も
ろ
と
も
に
」
や
天
正
十
七
年
観
世
与
三
郎
忠
親
筆
「
き
ぬ
た
」

の
﹇
ク
セ
﹈、「
あ
ま
の
川
な
み
た
ち
へ
た
て
」
な
ど
他
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（（
1166
））
。

ゆ
る
や
か
な
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
盛
久
」
の
場
合
、﹇
ク
セ
﹈
で

は
な
い
が
、﹇
下
歌
﹈
風
に
始
ま
る
小
段
の
「
ノ
カ
ス
ヘ
シ
ヤ
」
に
も
「
中
」
と
表
記

が
あ
る
。
こ
こ
も
次
の
句
に
「
入
」
が
あ
っ
て
上
音
に
上
行
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

通
常
﹇
下
歌
﹈
は
上
音
へ
上
行
し
な
い
か
ら
、
常
と
は
異
な
る
フ
シ
に
注
意
を
う
な
が

す
意
図
で
「
中
」
と
表
記
し
た
の
だ
ろ
う
。
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﹇
サ
シ
﹈
の
「
シ
ヤ
リ
ノ
キ
ン
」、「
ネ
カ
ワ
ク
ワ
」、﹇
ク
セ
﹈
末
の
「
モ
リ
ヒ
サ
タ

ツ
ト
ク
」
で
は
「
下
」
と
「
中
」
が
近
接
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
音
位
を
下

げ
た
後
、
ハ
ル
ほ
ど
で
は
な
い
、
つ
ま
り
上
音
ま
で
上
行
し
な
い
け
れ
ど
も
中
途
ま
で

上
げ
る
意
図
で
「
中
」
と
付
し
た
、
と
仮
定
す
る
と
こ
れ
ら
の
章
も
推
測
で
き
そ
う
だ
。

経
文
を
読
み
上
げ
る
場
面
で
の
「
ネ
カ
ワ
ク
ハ
」（
写
真
14
）
は
、
拍
子
不
合
の
謡
で

あ
る
。
拍
子
不
合
で
サ
シ
調
の
小
段
は
、﹇
ク
ド
キ
﹈
や
﹇
ノ
ッ
ト
﹈
を
の
ぞ
く
と
上

音
で
謡
い
出
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
こ
は
落
ち
着
い
た
音
で
信
仰

心
を
し
っ
か
り
表
明
し
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
上
音
で
は
な
く
中
音
で
始
め
た
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。﹇
ク
ド
キ
﹈
の
よ
う
に
ぼ
そ
ぼ
そ
謡
い
出
す
と
こ
ろ
な
ら
ば

「
下
」
と
記
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
謡
い
方
で
は
な
く
、
か
と
言
っ
て

高
音
域
で
謡
い
あ
げ
る
わ
け
で
も
な
い
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
「
中
」
と
い
う
表
記
に

こ
め
た
の
だ
ろ
う
。

﹇
ク
セ
﹈
の
終
結
部
、「
モ
リ
ヒ
サ
タ
ッ
ト
ク
」（
写
真
15
）
の
場
合
は
、
付
則
的
な

文
意
を
「
中
」
で
表
し
た
、
と
解
釈
で
き
る
。
前
の
句
「
夢
は
す
な
わ
ち
覚
め
に
け
り
」

で
﹇
ク
セ
﹈
の
内
容
は
完
結
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
盛
久
の
心
情
を
、

「
下
」
で
も
「
上
」
で
も
な
く
淡
々
と
「
中
」
で
謡
っ
て
﹇
ク
セ
﹈
を
終
わ
ら
せ
た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。「
ネ
カ
ワ
ク
ワ
」
に
し
ろ
「
モ
リ
ヒ
サ
タ
ツ
ト
ク
」
に
し
ろ
、
抑
え

た
フ
シ
付
ケ
が
、
元
雅
の
作
風
に
ふ
さ
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

﹇
下
歌
﹈
を
考
え
て
み
た
い
。﹇
下
歌
﹈
も
中
音
で
謡
い
出
す
が
、
自
筆
本
で
は
小

段
冒
頭
に
「
下
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
﹇
上
歌
﹈
と
対
の
概
念

で
、「
低
い
音
」
で
謡
い
出
す
、
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
音
を
き
っ
ち
り
下
げ
る
意
識

が
働
く
場
合
に
「
下
」、
き
っ
ち
り
上
げ
る
場
合
に
「
ハ
ル
」
と
記
し
、
そ
こ
ま
で
は

下
げ
な
い
、
そ
こ
ま
で
は
上
げ
な
い
と
い
う
意
識
が
働
く
場
合
に
「
中
」
と
し
た
の
で

あ
っ
て
、
具
体
的
に
そ
の
音
位
が
中
音
に
な
る
か
中
ウ
キ
音
に
な
る
か
、
下
ノ
中
音
に

な
る
か
は
旋
律
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
け
ば
自
明
で
あ
り
、
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
作
者
や
謡
い
手
の
意
識
の
問
題
で
、「
中
途
」、
と
い
う

意
識
が
な
け
れ
ば
付
す
必
要
の
な
い
記
号
だ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

か
つ
て
「
ハ
ヤ
フ
シ
」
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
、
他
の
「
ハ
ヤ
フ
シ
」
と
同
じ
旋
律
、

リ
ズ
ム
構
造
を
と
る
「
弱
法
師
」
の
「
眺
め
し
は
月
影
の
」
以
下
が
「
ハ
ヤ
フ
シ
」
で

は
な
く
「
歌
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
ふ
れ
た
が
、
旋
律
や
リ
ズ
ム
は
同
じ
で
も
、
そ

の
句
や
小
段
が
置
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
謡
う
と
き
の
意
識
が
異
な
れ
ば
、
同
じ
名

称
を
用
い
な
い
の
が
世
阿
弥
の
行
き
方
で
あ
っ
た
。「
盛
久
」
は
元
雅
の
作
だ
が
、
こ

の
場
合
の
「
中
」
も
同
じ
、
と
考
え
た
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
現
行
の
謡
で
は
推
測

で
き
な
い
表
記
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
舞
の
直
前
、「
モ
リ
ヒ
サ
カ
カ
ル
ジ
セ
ツ

ニ
ア
ウ
事
」
は
、
現
在
で
は
コ
ト
バ
に
な
っ
て
お
り
判
断
し
か
ね
る
。
こ
こ
は
保
留
と

し
て
お
こ
う
。

（
三
）
地
拍
子
に
関
す
る
表
記

「
盛
久
」
に
は
、
拍
子
当
た
り
に
関
す
る
表
記
も
多
い
。

句
の
区
切
り
は
原
則
と
し
て
○
で
示
す
の
だ
が
、
拍
子
合
の
小
段
で
謡
い
出
し
の
間

が
遅
く
な
る
と
こ
ろ
に
は
「
ヲ
ク
」
と
併
記
す
る
よ
う
に
な
る
。
ヲ
ク
は
、
そ
の
後
の

室
町
時
代
の
謡
本
で
も
使
用
し
て
い
る
が
、
自
筆
本
の
段
階
で
は
、
ど
こ
ま
で
遅
く
す

る
か
、
謡
い
出
し
の
間
を
区
別
す
る
必
要
は
感
じ
な
か
っ
た
ら
し
い
。「
初
同
」
の

「
ヲ
ト
ロ
ヘ
ハ
」
は
ヤ
ア
の
間
（
第
二
拍
）、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
「
イ
ノ
チ
ナ
リ
ケ
リ
」（
写

真
16
）
と
「
ユ
キ
ノ
フ
シ
ネ
ノ
」
は
ヤ
ヲ
ハ
の
間
（
第
三
拍
）、
二
つ
目
の
﹇
ロ
ン
ギ
﹈

中
「
カ
キ
リ
ナ
シ
」
は
次
の
句
が
ヤ
ヲ
の
間
（
第
二
拍
半
）、
と
謡
い
出
し
の
間
は
異

な
る
の
に
表
記
は
お
し
な
べ
て
「
ヲ
ク
」
で
済
ま
せ
て
い
る
。
細
か
い
差
異
は
、
上
ノ

句
の
文
字
数
で
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
譜
例
４
）（（

1177
））
。「
イ
ノ
チ
ナ
リ
ケ
リ
」

で
は
「
延
」
も
併
用
し
て
い
る
。
不
明
な
の
が
「
ニ
セ
ノ
願
望
」
に
付
さ
れ
た
「
ヲ
ク
」

で
あ
る
。
こ
こ
は
現
在
、
拍
子
不
合
で
謡
い
流
す
と
こ
ろ
で
地
拍
子
と
は
無
縁
な
は
ず

で
あ
る
。
内
容
の
点
で
も
経
文
を
読
み
上
げ
る
途
中
な
の
で
、
特
に
間
を
あ
け
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
間
以
外
の
別
の
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。月

曜
会
が
翻
刻
し
た
『
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
』
で
は
﹇
ク
セ
﹈
前
の
﹇
歌
﹈、「
マ
ツ

セ
ニ
テ
ワ
」
の
前
も
「
ヲ
ク
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
そ
の
右
隣
の
行

「
経
文
新
た
に
」
の
句
頭
へ
の
指
示
で
あ
る
。
通
常
は
句
の
右
側
に
指
示
記
号
を
書
く

の
だ
が
、
記
号
が
多
い
場
合
は
左
に
付
す
こ
と
も
少
な
く
な
い
。「
経
文
新
た
に
」
は

ヤ
ヲ
の
間
謡
い
出
し
且
つ
分
離
ノ
ト
リ
と
い
う
で
、
指
示
記
号
も
「
マ
イ
・
同
・
延
・

＼
」（（

1188
））

と
多
い
上
、
そ
の
前
の
行
の
詞
章
の
訂
正
が
こ
の
行
に
ま
で
及
ん
で
い
る

（
写
真
17
）。
書
き
き
れ
な
い
の
で
左
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

分
離
ノ
ト
リ
で
も
、
謡
い
出
し
の
間
は
遅
く
な
る
。
上
ノ
句
を
二
分
し
て
上
半
句
を

ト
リ
の
間
、
下
半
句
と
下
ノ
句
で
本
地
と
し
、
一
句
で
す
む
と
こ
ろ
を
二
句
に
拡
大
す

る
の
が
分
離
ノ
ト
リ
だ
が
、
拡
大
し
た
分
、
強
調
し
た
い
章
に
ヒ
キ
や
マ
ワ
シ
な
ど
増

シ
ブ
シ
を
施
し
て
い
る
。「
盛
久
」
で
は
増
シ
ブ
シ
の
分
を
「
延
」
と
し
て
「
ヲ
ク
」

と
併
記
し
た
例
が
あ
る
。
前
出
し
た
「
キ
ヤ
ウ
モ
ン
ア
ラ
タ
ニ
」
が
そ
れ
で
、
逆
に

「
ヲ
ク
」
と
表
記
し
な
く
て
も
「
延
」
と
あ
る
の
で
分
離
ノ
ト
リ
だ
と
わ
か
る
の
が

﹇
ク
セ
﹈
中
の
「
メ
ウ
モ
ン
タ
ダ
シ
キ
」
と
「
タ
ヾ
一
ヲ
ン
ナ
リ
ト
テ
モ
」
で
あ
る
。

「
延
」
は
主
と
し
て
現
在
の
「
引
キ
」
に
相
当
す
る
が
、
現
在
「
マ
ワ
シ
」
や
「
フ
リ
」

で
謡
う
章
も
あ
る
。

分
離
ノ
ト
リ
や
句
頭
に
限
ら
ず
「
延
」
と
記
す
例
は
、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
「
イ
ノ
チ
ナ

リ
ケ
リ
」「
サ
ヨ
ノ
ナ
カ
山
ワ
」、﹇
ロ
ン
ギ
﹈
の
「
ホ
ッ
シ
ン
ヒ
ト
ニ
コ
エ
タ
リ
」
な

ど
で
あ
る
。「
イ
ノ
チ
ナ
リ
ケ
リ
」
は
現
在
分
離
ノ
ト
リ
で
は
な
い
の
で
「
イ
ノ
チ
」

部
分
に
増
シ
ブ
シ
は
な
い
の
だ
が
、
謡
い
出
し
の
間
が
遅
く
な
る
の
で
、
前
の
句
の
句

末
を
引
け
、
と
い
う
指
示
だ
ろ
う
か
。「
延
」
と
同
じ
よ
う
な
意
図
で
「
長
」
と
記
す

こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
初
同
」
の
「
セ
タ
ノ
ナ
ガ
ハ
シ
」（
写
真
18
）「
申
ニ
ツ
ケ

テ
事
タ
ラ
ス
」
は
、
現
在
分
離
ノ
ト
リ
で
謡
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
先
述
し
た

「
○
イ
ノ
チ
○
ニ
　
カ
ワ
ル
ヘ
シ
ト
　
ノ
タ
マ
イ
テ
」
は
「
フ
ル
」
と
な
っ
て
い
た
。

現
在
と
は
異
な
る
謡
い
分
け
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
延
」
と
「
長
」、「
フ

ル
」
を
書
き
分
け
た
意
図
は
「
盛
久
」
の
段
階
で
は
今
ひ
と
つ
不
明
で
あ
る
。

自
筆
本
で
は
同
じ
意
味
を
ゴ
マ
で
表
し
た
り
文
字
で
示
し
た
り
、
ま
た
両
者
を
併
記

し
た
り
、
と
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
ど
う
表
記
す
る
か
、
そ
の
選
択
は
か
な
り
恣
意
的
に
見

え
る
。
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
自
筆
本
を
見
る
際
に
整
合
性
を
追

求
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
世
阿
弥
も
元
雅

も
研
究
者
で
は
な
い
。
作
家
で
あ
り
実
演
者
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
自
筆
本
は
、
素
人
弟

子
へ
懇
切
丁
寧
に
教
え
る
譜
本
で
は
な
く
、
基
本
的
な
フ
シ
付
ケ
は
熟
知
し
た
玄
人
と

や
り
と
り
す
る
譜
で
あ
っ
た
。
整
合
性
を
追
求
し
す
ぎ
る
と
、
作
家
と
し
て
、
ま
た
実

演
者
と
し
て
の
彼
ら
の
意
図
や
感
性
が
読
め
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
そ
う
だ
。

謡
い
出
し
の
「
間
」
に
戻
ろ
う
。「
ヲ
ク
」
と
は
逆
に
謡
い
出
し
の
間
が
早
ま
る
場

合
、
す
な
わ
ち
半
声
の
間
で
謡
い
出
す
句
に
は
、
現
行
と
同
じ
よ
う
に
句
頭
の
右
横
に

線
を
引
い
て
い
る
。
道
行
の
「
ハ
ヤ
カ
マ
ク
ラ
ニ
ツ
キ
ニ
ケ
リ
」（
写
真
19
）、﹇
次
第
﹈

の
第
三
句
「
ノ
チ
ノ
ヨ
ノ
」、
物
着
前
の
「
ツ
ル
キ
ダ
ン
ダ
ン
ニ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
モ
リ
ヒ
サ
カ
ツ
イ
ノ
ミ
チ
ヨ
モ
ク
ラ
カ
ラ
シ
」
の
「
チ
ヨ
」
に
も
傍
線
が
引
か
れ
て

い
る
（
写
真
20
）
が
、「
ヨ
モ
ク
ラ
カ
ラ
シ
」
は
半
声
で
は
な
く
、
本
間
謡
い
出
し
で

あ
る
。
た
だ
し
現
在
で
は
「
ツ
イ
ノ
ミ
チ
」
に
増
シ
ブ
シ
を
入
れ
て
謡
う
の
で
、「
つ５

…
い６

の
み７

イ
ち８

よ
も１

…
く
ら
か
…
ら
し
」
と
な
っ
て
次
の
句
と
の
間
に
句
点
が
入
ら
な

い
。
続
け
て
謡
う
、
と
い
う
点
で
は
半
声
と
変
わ
ら
な
い
の
で
、
同
じ
表
記
に
し
た
の

だ
ろ
う
。
現
在
と
同
じ
よ
う
に
下
ノ
句
で
増
シ
ブ
シ
を
謡
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
の

も
興
味
深
い
。

○
印
は
、
拍
子
不
合
の
小
段
で
も
一
句
づ
つ
の
区
切
り
を
示
す
た
め
に
付
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
現
行
の
区
切
り
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
一
箇
所
あ
る
。﹇
ク
セ
﹈
前
の

﹇
サ
シ
﹈
末
「
シ
ヨ
ヤ
ヨ
リ
　
ゴ
ヤ
ニ
イ
タ
ル
マ
テ
○
セ
ウ
ゼ
ン
ト
シ
テ
」
で
、
現
在

で
は
「
初
夜
よ
り
後
夜
の
。
一
点
ま
で
」
と
切
る
。「
後
夜
の
」
で
フ
リ
を
謡
う
が
、

自
筆
本
の
段
階
で
も
単
な
る
区
切
り
で
は
な
く
、
句
末
に
は
フ
シ
を
伴
っ
て
い
た
の
で
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は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
ほ
か
、「
遣
ウ
」「
ユ
ル
」「
モ
ツ
」
な
ど
論
じ
残
し
た
表
記
も
あ
る
が
、「
盛
久
」

だ
け
で
は
論
じ
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

四
　
「
江
口
」
の
キ
リ
の
フ
シ
付
ケ
　
ー
結
び
に
変
え
て
ー

翌
応
永
三
一
年
九
月
の
奥
書
を
持
つ
「
江
口
」
で
は
さ
ら
に
表
記
が
増
え
、
用
語
も

多
様
化
す
る
。
現
時
点
で
は
そ
れ
ら
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
舞
後
の

改
訂
部
分
の
み
に
ふ
れ
て
、
論
の
結
び
と
し
た
い
。

自
筆
本
の
「
江
口
」
は
六
枚
の
用
紙
を
貼
り
継
い
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
五
枚
目
の

紙
幅
が
他
に
比
べ
て
短
く
、
そ
の
左
端
に
元
の
詞
章
と
思
わ
れ
る
フ
シ
付
ケ
け
が
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
紙
に
書
か
れ
た
舞
あ
と
部
分
は
応
永
三
一
年
、
こ
の
自
筆
本

が
書
か
れ
た
時
点
で
の
改
訂
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
て
き
た
（（
1199
））
。
そ
の
前
の
ア
イ
の

コ
ト
バ
に
あ
ら
わ
れ
る
歌
舞
の
菩
薩
を
消
し
て
普
賢
菩
薩
に
直
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

遊
女
の
普
賢
菩
薩
へ
の
変
身
を
新
た
に
付
け
加
え
た
際
に
全
体
を
手
直
し
し
た
、
と
い

う
説
を
落
合
博
志
が
唱
え
て
い
る
。
第
五
紙
左
端
に
残
る
小
段
名
や
ゴ
マ
が
第
六
紙
冒

頭
の
詞
章
、「
実
相
無
漏
の
」
に
ま
っ
た
く
合
わ
な
い
の
で
こ
の
部
分
か
ら
差
し
替
え

た
、
と
す
る
の
が
落
合
論
だ
が
、
改
訂
に
呼
応
す
る
よ
う
に
舞
あ
と
部
分
の
フ
シ
付
ケ

は
か
な
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。
詞
章
の
作
詞
は
フ
シ
付
ケ
と
一
体
で
あ
る
か
ら
、
詞

章
を
変
更
し
た
際
、
フ
シ
も
当
然
変
え
た
は
ず
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
フ
シ
付
ケ
を
行

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
江
口
」
の
前
場
は
西
行
と
詠
み
交
わ
し
た
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
、
後
場
で
、

川
舟
の
上
で
の
遊
女
の
芸
能
を
み
せ
、
遊
女
の
曲
舞
と
も
い
え
る
﹇
ク
セ
﹈
を
舞
う
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
シ
テ
の
舞
う
﹇
ク
セ
﹈
と
﹇
序
ノ
舞
﹈
で
あ
る
。
他
の
夢
幻
能
で

は
、﹇
序
ノ
舞
﹈
を
舞
っ
た
後
、
静
か
に
夜
が
明
け
て
僧
の
見
た
夢
も
覚
め
、
シ
テ
は

姿
を
消
す
。
た
と
え
ば
「
井
筒
」
で
は
、﹇
序
ノ
舞
﹈
の
余
韻
を
う
け
て
大
ノ
リ
の
謡

が
ひ
と
し
き
り
続
い
た
後
、
そ
の
ノ
リ
を
断
ち
切
る
よ
う
に
平
ノ
リ
の
謡
に
な
っ
て
現

実
に
戻
り
、
終
曲
と
な
る
。
舞
や
大
ノ
リ
謡
の
ゆ
っ
た
り
し
た
ノ
リ
の
あ
と
、
平
ノ
リ

や
中
ノ
リ
な
ど
ノ
リ
の
早
い
謡
に
変
え
て
一
曲
を
総
括
す
る
の
だ
が
、
総
括
の
た
め
に

世
阿
弥
が
考
案
し
た
小
段
が
「
ハ
ヤ
フ
シ
」
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
受
け
て

静
か
に
淡
々
と
曲
を
終
結
に
導
く
た
め
に
中
音
で
謡
い
出
し
、
同
じ
句
を
中
音
で
く
り

か
え
す
の
が
ハ
ヤ
フ
シ
の
定
型
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
江
口
」
の
場
合
は
そ
こ
を
少
し

ア
レ
ン
ジ
し
た
。

舞
い
終
え
た
遊
女
は
こ
の
世
が
仮
だ
と
悟
っ
て
静
か
に
去
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
当
初

の
「
江
口
」
の
構
想
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
改
訂
後
、
普
賢
菩
薩
に
変
身
し
て
極
楽
浄

土
へ
お
も
む
く
、
い
わ
ば
も
う
ひ
と
つ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
加
え
る
形
に
し
た
の
で
あ

る
。
し
ず
か
に
淡
々
と
ハ
ヤ
フ
シ
を
謡
っ
た
の
で
は
、
終
曲
部
の
高
ま
り
へ
盛
り
上
げ

て
い
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
、
ハ
ヤ
フ
シ
の
返
シ
を
上
音
に
あ
げ
る
、
と
い

う
異
例
な
処
置
を
考
案
し
た
（
写
真
21
）。
舞
に
よ
る
高
揚
感
を
受
け
て
「
実
相
無
漏

の
大
海
に
」
と
今
様
を
謡
っ
た
あ
と
、
地
謡
と
シ
テ
の
カ
ケ
合
が
続
い
て
ハ
ヤ
フ
シ
に

至
る
の
だ
が
、
シ
テ
謡
の
「
波
の
立
居
も
何
故
ぞ
」、「
心
止
む
る
ゆ
え
」、「
人
を
も
慕

わ
じ
」、「
別
れ
路
も
嵐
吹
く
」
は
こ
と
ご
と
く
低
音
で
謡
い
、
地
謡
（
同
音
）
が
謡
う

「
心
止
め
ず
は
浮
き
世
も
あ
ら
じ
」、「
待
つ
暮
れ
も
な
く
」
は
高
音
で
応
じ
、「
花
よ
紅

葉
よ
月
雪
」
と
俗
世
の
華
や
か
さ
を
上
音
・
ク
リ
音
な
ど
の
高
音
で
謡
い
あ
げ
、「
あ

ら
由
な
や
」
と
収
ま
っ
て
現
実
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
遊
女
は
ハ
タ
と
感
慨
に
ふ
け
り
、

つ
ぶ
や
く
よ
う
に
「
思
え
ば
仮
の
宿
」
と
中
音
で
謡
う
。
ク
リ
音
が
つ
づ
い
た
後
の
こ

の
中
音
は
た
い
へ
ん
効
果
的
で
あ
る
。
通
常
の
ハ
ヤ
フ
シ
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
中
音
で

謡
い
続
け
て
現
実
に
戻
る
所
だ
が
、「
江
口
」
で
は
「
そ
う
だ
、
仮
の
宿
と
言
っ
た
の

は
私
な
の
だ
」
と
再
び
大
き
く
納
得
し
た
か
の
よ
う
に
声
を
張
り
上
げ
て
返
シ
を
上
音

で
謡
う
。
中
音
で
謡
う
か
上
音
で
謡
う
か
、
わ
ず
か
な
差
異
の
よ
う
だ
が
効
果
は
ま
っ

た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
返
シ
を
上
音
で
謡
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
に
続
く
詞
章
「
心
止

む
な
と
人
を
だ
に
、
い
さ
め
し
我
な
り
」
も
上
音
で
、
ま
た
分
離
ノ
ト
リ
を
用
い
て
大
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き
く
謡
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
コ
コ
ロ
ト
ム
ナ
ト
」
に
は
自
筆
本
で

も
「
ヲ
ク
・
ハ
ル
・
ナ
カ
ム
」
と
記
し
て
い
る
（
写
真
22
）
か
ら
、
現
行
と
同
じ
よ
う

に
「
こ
ー
こ
ー
ろ
ー
」
と
マ
ワ
シ
や
引
キ
を
入
れ
な
が
ら
上
音
で
大
き
く
謡
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
今
様
を
受
け
て
静
か
に
謡
っ
た
詞
章
、「
心
止
む
る
故
」
に
呼
応
し

な
が
ら
、
さ
ら
に
普
賢
菩
薩
へ
の
変
身
へ
と
展
開
を
う
な
が
す
詞
章
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
の
フ
シ
付
ケ
も
独
特
で
、「
ス
ナ
ワ
チ
フ
ケ
ン
○
ホ
サ
ッ
ト
ア
ラ
ワ
レ
」、

「
フ
ケ
ン
」
と
「
ホ
サ
ツ
」
の
間
は
自
筆
本
で
「
ヲ
ク
」
と
な
っ
て
い
る
。（
写
真
23
）

「
フ
ケ
ン
ー
ー
」
と
大
き
く
間
を
取
る
間
に
普
賢
菩
薩
へ
の
変
身
が
お
こ
な
わ
れ
、
白

象
、
光
、
白
雲
、
上
昇
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
キ
ラ
キ
ラ
し
た
詞
章
を
ク
リ
音
や
上
音
で
荘

厳
す
る
よ
う
に
謡
い
あ
げ
た
あ
と
、「
う
ち
の
り
て
」
を
「
下
」
げ
て
謡
う
（
写
真
24
）。

「
下
」
の
指
示
で
ど
の
音
位
ま
で
下
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
は
下
音
だ
が
、
呂

音
ま
で
下
げ
る
こ
と
が
世
阿
弥
の
時
代
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
上
掛
リ
で

は
下
音
だ
が
、
下
掛
リ
は
呂
音
で
謡
う
。「
白
雲
に
乗
る
」、
上
行
し
て
成
仏
す
る
瞬
間

を
下
行
し
て
謡
う
逆
転
の
発
想
と
、
低
音
に
下
げ
た
こ
と
で
醸
し
出
さ
れ
る
一
種
の
厳

か
さ
。
こ
の
フ
シ
付
ケ
は
、
見
事
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
呂
音
ま
で
下
げ
る

の
が
後
世
の
工
夫
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
を
下
げ
て
謡
う
よ
う
作
曲
し
た
の
は
世
阿
弥
で

あ
る
。

こ
う
し
た
作
曲
の
セ
ン
ス
は
、
作
詞
同
様
、
声
を
大
に
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

返
シ
を
上
音
で
謡
う
ハ
ヤ
フ
シ
に
し
て
も
、「
江
口
」
を
の
ぞ
く
と
「
西
行
桜
」
に
し

か
な
い
。
ハ
ヤ
フ
シ
は
世
阿
弥
自
身
が
考
案
し
た
小
段
な
の
だ
が
、
新
た
な
境
地
を
開

く
た
め
に
は
自
ら
作
り
上
げ
た
定
型
す
ら
破
り
、
絶
え
ず
模
索
す
る
の
が
世
阿
弥
の
行

き
方
で
あ
っ
た
。
フ
シ
付
ケ
い
か
ん
で
詞
章
の
効
果
は
大
き
く
変
わ
る
。
フ
シ
付
ケ
が

い
か
に
作
詞
と
不
可
分
で
あ
る
か
、
世
阿
弥
は
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８

い
つ
く
…
し
み
ふ
…
こ
お
し
て
ー

―
―
―
。
や
し
ー
ま
　
　
　
　
（
ト
リ
地
）

―
の
ー
ー
ほ
か
…
ま
で
な
…
み
も
な
く
。

＊
本
地
の
場
合

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８

は
ま
…
の
ま
さ
…
ご
の
か
…
ず
つ
も
…
り
て

＊
分
離
ノ
ト
リ

１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８

は
…
ま

―
の
ー
ー
ま
さ
…
ご
の
か
…
ず
つ
も
…
り
て

部
分
的
に
一
拍
に
二
文
字
を
あ
て
る
場
合

２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８
　
１

を
と
ー
ろ
か
ぬ
ー
み
　
よ
　
な
　
り

五
文
字
を
一
句
と
み
な
す
場
合

２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８
　
１

を
ー
ー
と
　
ろ
　
―
か
ー
　
ぬ
　
―

譜
例
３

譜
例
２

譜
例
１
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１
　
２
　
３
　
４
　
５
　
６
　
７
　
８

本
間
　
　
　
た
な
…
び
き
に
…
け
り
ひ
…
さ
か
た
の
。

ヤ
ア
の
間
　
　
　
　
ヲ
ト
ロ
…
ヘ
ハ
オ
…
イ
ソ
ノ
ー
ヲ

ヤ
ヲ
の
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
…
ギ
リ
ナ
シ
ー

―
―
―
。
ソ
ノ
…
ト
キ
モ
…
リ
ヒ
サ
ワ
。

ヤ
ヲ
ハ
の
間
　
　
　
　
　
イ
…
ノ
チ
ナ
ア
リ
ケ
リ
ー
ー

註

(

1)

月
曜
会
編
『
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
　
校
訂
編
』
岩
波
書
店
　97.4

(

2)

『
芸
能
の
科
学
』
20

92.11

所
収
　
『
日
本
古
典
音
楽
探
求
』
出
版
芸
術
社
　2000.5

に
再
録

(

3)

『
二
松
学
舎
大
学
大
学
論
集
』
第
42
周
　98.3

所
収

(

4)

「
世
阿
弥
の
女
体
幽
霊
能
と
﹇
ワ
カ
受
ケ
﹈
の
機
能
」

『
国
語
と
国
文
学
』
74
巻
第
11

号
　97.11

『
能
の
演
出
　
そ
の
形
成
と
変
容
』（
若
草
書
房
　98.8

）
に
再
録

(

5)

「
ハ
ヤ
フ
シ
で
意
図
し
た
も
の
│
世
阿
弥
自
筆
本
の
小
段
表
記
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
芸
能

の
科
学
』
26

98.3

『
能
の
囃
子
と
演
出
』（
音
楽
之
友
社
　03.2

）
に
再
録

(

6)

﹇
次
第
﹈
は
三
句
か
ら
な
る
小
段
で
、
現
在
で
は
第
一
句
は
上
音
で
謡
い
だ
し
、
下
の
句

で
中
音
へ
下
が
る
、
第
二
句
は
中
音
と
上
音
の
間
を
行
き
来
し
て
中
音
に
下
が
る
、
第
三

句
は
中
音
で
始
ま
り
、
下
音
に
下
が
っ
て
終
わ
る
、
と
い
う
定
型
が
認
め
ら
れ
る
。「
盛
久
」

の
﹇
次
第
﹈
に
は
音
位
の
表
記
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
定
型
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

(

7)

「
ア
リ
カ
タ
ヤ
」
の
「
リ
」
に
つ
い
て
い
る
の
は
上
ゲ
ゴ
マ
で
は
な
く
、
直
グ
ゴ
マ
に
も

見
え
る
。

(

8)

本
来
八
拍
子
（
本
地
）
に
収
ま
る
句
の
上
ノ
句
を
二
分
し
、
四
拍
子
（
ト
リ
地
）
を
プ
ラ

ス
し
て
二
句
分
に
引
き
伸
ば
し
て
謡
う
技
巧
を
分
離
ノ
ト
リ
と
三
宅

一
は
命
名
し
て
い

る
。
具
体
的
な
処
理
は
譜
例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

9)

注
３
に
同
じ

(

10)

平
ノ
リ
で
は
第
一
拍
の
前
か
ら
謡
い
出
す
形
を
基
本
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
本
間
と
言
う
。

具
体
的
な
処
理
は
譜
例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

11)

『
早
歌
の
音
楽
的
研
究
』
三
省
堂
　83.2

(

12)

『
観
世
流
　
節
の
研
究
　
増
補
版
』

檜
書
店
　84.7

(

13)

「
室
町
後
期
観
世
流
謡
本
に
お
け
る
記
譜
法
の
二
系
統
」

月
曜
会
編
『
能
　
研
究
と
評

論
』
11

83.8

(

14)

香
西
精
『
世
阿
弥
新
考
』（
わ
ん
や
書
店62.2

）
所
収
の
「
さ
し
声
・
さ
し
ご
と
」
な
ど

(

15)

注
２
に
同
じ

(

16)

こ
の
譜
本
で
は
「
か
の
た
な
ば
た
の
ち
ぎ
り
に
は
」
の
傍
線
部
分
に
も
「
中
」
と
表
記
が

あ
る
。

(

17)

譜
例
４
に
示
し
た
よ
う
に
、
謡
い
出
し
の
間
は
上
ノ
句
の
字
数
で
決
ま
る
こ
と
が
多
い
。

(

18)

「
マ
イ
」
に
つ
い
て
は
、「
哥
」
字
を
崩
し
て
記
号
化
し
た
も
の
で
「
ウ
タ
」
と
読
む
べ

き
だ
、
と
い
う
説
を
表
章
が
唱
え
て
い
る
（「
序
に
代
え
て
」

月
曜
会
編
『
世
阿
弥
自
筆

能
本
集
』
岩
波
書
店
　97.4

）
が
、
他
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
「
マ
イ
」
と
く
ず
し
方
が
一

致
す
る
。
注
５
に
あ
げ
た
前
稿
で
は
「
ウ
タ
」
と
解
釈
し
た
が
、
本
論
で
は
「
マ
イ
」
と

考
え
直
し
て
い
る
。

(

19)

落
合
博
志
「〈
江
口
〉
の
構
想
と
成
立
」

月
曜
会
編
『
能
　
研
究
と
評
論
』
15

87.5

な
ど

譜
例
４
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表１　世阿弥時代の上歌・終句返シ前の下ノ句一覧
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表２　世阿弥自筆本「盛久」の表記
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（see p. 19）

世阿弥自筆本譜例集

難波１
難波２

難波３
難波４

難波５

難波６
盛久７

盛久９

盛久８

盛久10

盛久11

盛久12

盛久13盛久14

盛久15
盛久16

盛久17



（see p. 20）

写真はすべて岩波書店『世阿弥自筆能本集』によった

盛久18

盛久19

盛久20

江口21

江口22
江口24

江口23
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［Summary］

On the Composition by Zeami:
From “Naniwa no ume” to “Morihisa” and “Eguchi”

TAKAKUWA Izumi

There are eleven noh texts written by Zeami himself remaining at Kanze Bunko Foundation

in Tokyo and Hozanji temple in Ikoma city, Nara prefecture. Although these contain markings

that give directions on rhythm and melody that Zeami himself composed, they have not been

studied in detail from the point of view of music.

In this study, the characteristics of Zeami’s composition is discussed by examining “Naniwa

no ume,” “Morihisa” and “Eguchi” which are performed today. Furthermore, among copies of

Ongyokukuden, which is one of Zeami’s writings, there is one that contains scores for “Toru” and

“Sekidera komachi.” These were also selected for this study.

Of the texts written by Zeami himself, “Naniwa no ume” is the oldest, written in 1414

according to a writing at the end. In this text there are only four types of markings: two for

melody (上, or high, and 下, or low), ○ to indicate phrases, and 延 (long) . Moreover, they are not

found at many places. It appears that Zeami tried to write the minimum amount necessary. The

○ mark was said to be a mark related to the rhythm of the phrases or the rhythmic patterns of

the drum, but as a result of study it is concluded that this mark indicates the ends of phrases.

In the next oldest text, Ongyokukuden, written in 1419 according to a writing at the end,

there are not many markings giving directions about the melody. Instead of using letters, he uses

short lines later called goma to indicate melody and also writes フル to show that these notes are

to be made long and lowered. There are comparatively detailed markings in ageuta, one of the

elements that composes the structure in noh music and which is sung at a high pitch. From these

it may be assumed that there were two patterns to the ending part of ageuta and that Zeami was

quite particular about them.

Although “Morihisa,” which was written in 1423, is a work by Zeami’s son, Motomasa, Zeami

edited it and there are many markings about music. Among them there are markings like クル to

show the highest tone and 中 to show middle tone. There were cases in which 中 was used and

cases in which it was not, but the reason was not clear. Through this study it is assumed that this

mark was used when the note was to be raised not to a high tone but to the middle and when

calling attention to the fact that the next phrase would rise to a high tone. Markings about

rhythm are also more detailed than before.
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Finally, the ending of “Eguchi,” which was written in 1424, is discussed. It is written on six

sheets of paper that have been pasted into one long piece. However, there is a trace of that sixth

sheet having been replaced, and that part is thought to have been rewritten in 1424 so that at the

end of this composition the main character transforms into Samantabhadra (Bodhisattva who

governs the mind that aspires toward enlightenment) after dancing calmly and disappears into

Pure Land. It is an outstanding work in which high and low notes are skillfully combined to

express the metamorphosis into Samantabhadra and in which low notes are used to create

majestic atmosphere as she disappears into Pure Land.

Most of the markings about the melody and rhythm written in the texts by Zeami are used

today. What this suggests is the wonderful sense of Zeami as a composer. Until now Zeami has

been highly evaluated as a lyricist but he also should be evaluated as a composer.  






