
高橋葉子　「金剛返」考110

（
一
）

凡
例

・〈　

〉
は
曲
名　
《　

》
は
囃
子
の
手
の
名
称
。　
　
　
　

・
特
に
○
○
方
と
付
さ
ず
に
単
に
流
儀
名
の
み
の
場
合
に
は
シ
テ
方
の
流
儀
を
指
す
も

の
と
す
る
。
例
え
ば
シ
テ
方
観
世
流
は
「
観
世
流
」
と
し
、太
鼓
観
世
流
は
「
太
鼓
観

世
流
」
と
す
る
。

・
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
囃
子
の
手
の
名
称
と
粒
付
は
、
大
鼓
高
安
流
・
小
鼓
幸
流
・

太
鼓
金
春
流
の
名
称
と
粒
付
に
よ
っ
て
い
る
。

・
引
用
資
料
に
は
適
宜
句
読
点
を
加
え
、「

」
を
「
ト
モ
」
に
改
め
る
な
ど
表
記
を
一

部
改
め
た
。

・
引
用
資
料
の
傍
点
傍
線
、「
」、
ア
イ
ウ
等
の
記
号
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

　　

は
じ
め
に

「
金
剛
返
」
と
は
、
江
戸
中
後
期
の
囃
子
伝
書
に
頻
出
す
る
有
名
な
習
事（1）
で
、
現
在
は

専
ら
〈
融
〉〈
三
井
寺
〉〈
邯
鄲
〉
の
小
書（2）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
時
間
に
す
れ
ば
僅
か

二
、三
〇
秒
の
ご
く
短
い
小
書
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
例
え
ば
〈
朝
長
〉
の
小
書
「
三
世
十

方
之
出
」
が
、同
様
に
時
間
的
に
は
短
い
な
が
ら
も
一
曲
の
主
題
を
強
烈
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、「
金
剛
返
」
と
い
う
小
書
は
曲
の
主
題
に

直
接
関
係
が
な
く
、
そ
の
後
の
劇
の
進
行
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
な
い
、
そ
の
場
面
の

ア
ク
セ
ン
ト
と
で
も
言
う
べ
き
小
さ
な
演
出
で
あ
る
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
が
現

在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
小
書
の
持
つ
簡
潔
な
響
き
と
、
一
種
の

洒
落
た
雰
囲
気
が
愛
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
太
鼓
金
春
流
に
「
金
剛
返
」
と
い
う
特
別
の
手
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
調

「
春
日
龍
神
」の
み
に
お
い
て
替
手（3）
と
し
て
し
ば
し
ば
打
た
れ
る
難
解
な
手
の
こ
と
だ
が
、
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返
」
考
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葉
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能
の
演
出
の
一
種
に
「
金
剛
返
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
江
戸
期
か
ら
続
く
有
名
な
演
出
で
あ
る
が
、
江
戸
期
の
謡
や
囃
子
の
伝
書
に
は
現

在
の
「
金
剛
返
」
と
は
別
の
「
金
剛
返
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
「
金
剛
返
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
一
つ
は
〈
融
〉
な
ど
数
曲
で
行
わ
れ
る

特
殊
な
演
出
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
金
春
流
の
太
鼓
で
打
た
れ
る
特
殊
な
手
で
あ
る
。
が
、
江
戸
期
に
は
こ
の
よ
う
な
特
定
の
演
出
や
手
を
指
す
だ

け
で
は
な
く
、
謡
の
区
切
の
箇
所
で
、
謡
い
手
が
即
興
的
な
謡
い
方
を
し
た
り
、
囃
し
手
が
秘
事
的
な
難
し
い
手
を
打
っ
た
り
す
る
こ
と
を
指
し
て

広
く
「
金
剛
返
」
と
言
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
謡
い
手
と
囃
し
手
の
か
け
引
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
新
し
い
演
奏
や
演
出
に
繋
が
っ
て
い
く
過

程
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、
江
戸
期
の
「
金
剛
返
」
の
例
を
中
心
に
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
実
態
を
考
察
し
、
そ
れ
を
通
し
て
能
の

芸
態
変
遷
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
表
記
に
は
「
今
合
返
」
や
「
今
向
返
」
な
ど
種
々
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
金
剛
返
」
の
表
記
で
統
一
す
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕 
小
書
・
替
手
・
返
シ
・
打
切
・
一
調



一
流
儀
の
一
曲
に
限
ら
れ
る
た
め
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
が
な
ぜ
「
金
剛
返
」
と
言
わ
れ
る
の
か
は
不
明
と
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
前
述

の
「
三
世
十
方
之
出
」
は
、「
三
世
十
方
の
」
と
い
う
歌
詞
の
所
で
打
た
れ
る
手
で
あ
る

ゆ
え
に
そ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が（4）
、「
金
剛
返
」
の
箇
所
に
「
金
剛
」
と
い

う
歌
詞
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
も
江
戸
期
の
謡
伝
書
・
囃
子
伝
書
に
は
ま
だ
ほ
か
に
も

「
金
剛
返
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
も
や
は
り
歌
詞
に
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る（5）
。

左
に
挙
げ
た
の
は
江
戸
期
か
ら
現
在
ま
で
の
「
金
剛
返
」
と
言
わ
れ
る
も
の
六
種
類
で

あ
る
。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅳ
は
先
に
述
べ
た
現
行
の
も
の
、
Ⅲ
Ⅵ
は
現
在
行
わ
れ
て
い
な
い
「
金
剛

返
」
で
あ
る
。

　

Ⅰ 

ワ
キ
方
高
安
流
の
〈
融
〉、
観
世
流
・
金
剛
流
の
〈
三
井
寺
〉、
観
世
流
の
〈
邯

鄲
〉
の
現
行
小
書

Ⅱ
観
世
流
の
〈
融
〉
の
現
行
小
書
（
Ⅰ
と
は
異
な
る
）

Ⅲ
（
夕
顔
〉〈
邯
鄲
）
で
伝
え
ら
れ
る
謡
い
方　

Ⅳ
太
鼓
金
春
流
の
特
殊
な
手

Ⅴ
〈
松
風
〉
の
現
行
小
書
「
灘
返
」
の
別
称

Ⅵ
謡
い
手
が
囃
子
の
打
切
な
ど
の
間
に
間
拍
子
を
取
る
方
法

現
行
の
小
書
演
出
を
基
準
に
し
て
考
え
る
と
、他
の
「
金
剛
返
」
が
何
故
そ
う
呼
ば
れ

る
の
か
不
可
解
な
の
だ
が
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
謡
が
返
さ
れ

る
時
の
変
則
に
関
す
る
こ
と
で
、
楽
器
や
演
奏
形
態
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
、
広
く
そ
の
よ

う
な
変
則
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
「
金
剛
返
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
が
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
を
持
っ
た
言
葉
が
出
現
し
た
と
は
思
え
な

い
。
何
か
注
意
す
べ
き
変
則
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
金
剛
返
と
呼
ば
れ
、
や
が
て
意
味
が
拡

大
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
ま
ず
現
行
小
書
の
「
金
剛
返
」
Ⅰ
Ⅱ
に
つ
い
て
現
行
の
形
式
と
江
戸
期
の
そ

れ
を
比
較
し
、
そ
の
変
遷
の
意
味
を
考
察
す
る
。
次
に
、
Ⅲ
を
紹
介
し
考
察
す
る
。
こ
れ

は
、
現
行
の
「
金
剛
返
」
に
先
立
ち
、
そ
の
名
称
の
由
来
と
な
っ
た
と
筆
者
が
推
測
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
に
つ
い
て
は
概
説
に
と
ど
め
、詳
細
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と

す
る
。

一
．
現
行
の
「
金
剛
返
」

Ⅰ
． 〈
融
〉（
ワ
キ
方
高
安
流
）・〈
三
井
寺
〉（
観
世
流
・
金
剛
流
）・〈
邯
鄲
〉（
観
世
流
）
の

「
金
剛
返
」

現
在
の
演
奏

現
在
「
金
剛
返
」
と
言
え
ば
殆
ど
の
場
合
が
こ
の
小
書
を
指
し
て
い
る
。

シ
テ
ま
た
は
ワ
キ
の
最
初
の
上
歌
（
道
行
を
含
む
）
の
初
句
の
部
分
で
演
奏
が
変
わ
る

も
の
で
、
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
①
囃
子
の
《
打
切
》
が
別
の
短
い
手
に
変
わ
る

②
返
シ
が
下
の
句
だ
け
に
な
る

　〈
融
〉
の
例
で
説
明
し
よ
う
。
ワ
キ
の
道
行
の
初
句
と
返
シ
「
夕
べ
を
重
ね
朝
毎
の
」

が
、常
の
演
奏
で
は
譜
例
Ⅰ
ａ
の
よ
う
に
「
夕
べ
を
重
ね
朝
毎
の
《
打
切
》
夕
べ
を
重
ね

朝
毎
の
」
と
な
る
。
初
句
、《
打
切
》、
返
シ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
ク
サ
リ
（
八
拍
）
ず
つ

で
、
合
計
三
ク
サ
リ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
金
剛
返
」
で
は
、《
打
切
》
が
《
刻
返
》

と
い
う
ト
リ
の
間
（
四
拍
）
の
短
い
手
に
替
り
、返
シ
は
「
朝
毎
の
」
だ
け
に
な
る
（
譜

例
Ⅰ
ｂ
）。《
刻
返
》
も
、
返
シ
の
「
朝
毎
の
」
も
、
四
拍
分
で
あ
る
か
ら
、
常
の
場
合
と

比
べ
る
と
合
計
で
八
拍
分
短
く
な
る
。
こ
れ
が
現
行
の
基
本
的
な
「
金
剛
返
」
で
あ
る

が
、
更
に
短
い
「
金
剛
返
」
も
あ
る
。《
打
切
》
や
《
刻
返
》
は
い
ず
れ
も
一
種
の
「
間あ

い

の
手
」
で
あ
る
が
、そ
う
し
た
「
間
の
手
」
を
入
れ
ず
に
初
句
か
ら
す
ぐ
に
返
シ
を
謡
う

も
の
で
、
譜
例
Ⅰ
ｃ
が
そ
の
例
で
あ
る
。
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〈
三
井
寺
〉
で
は
シ
テ
の[

上
歌]

「
枯
れ
た
る
木
に
だ
に
も
」、〈
邯
鄲
〉
で
は
シ
テ
の

道
行
「
国
を
雲
路
の
後
に
見
て
」
で
同
様
に
な
る
。〈
三
井
寺
〉
は
上
の
句
が
四
文
字
、

〈
邯
鄲
〉
で
は
「
国
を
雲
路
の
」
の
前
に
「
住
み
馴
れ
し
」
の
一
句
が
あ
る
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
上
の
句
に
つ
い
て
は
〈
融
〉
の
場
合
と
囃
子
の
手
が
異
な
る
が
、右
記
の
囃
子
と
返

シ
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

「
金
剛
返
」
で
は
囃
子
の
手
も
謡
の
返
シ
も
短
く
な
り
、
簡
潔
で
歯
切
れ
良
い
印
象
に

な
る
の
だ
が
、
こ
の
印
象
は
単
に
時
間
の
短
縮
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、《
打
切
》

や
ト
リ
の
句
の
性
格
と
関
係
し
て
い
る
。《
打
切
》
は
、「
ハ
、
ホ
ン
、
ヤ
ア
ー
」
と
い
う

掛
け
声
の
部
分
で
い
っ
た
ん
ノ
リ
を
崩
し
、次
の
小
鼓
の
「
ハ
●
ハ
○
」
の
部
分
で
改
め

て
ノ
リ
を
立
て
直
し
て
、
次
句
の
リ
ズ
ム
と
調
子
を
誘
導
し
て
い
る
。《
打
切
》
に
よ
る

段
落
感
は
、
こ
の
、
い
っ
た
ん
ノ
リ
を
崩
す
と
い
う
過
程
で
強
固
に
さ
れ
る
と
言
え
る
。

《
刻
返
》
に
は
こ
の
過
程
が
な
い
の
で
、
停
滞
感
な
く
先
へ
進
む
す
っ
き
り
と
し
た
感
覚

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
下
の
句
の
繰
り
返
し
は
、歯
切
れ
良
い
後あ

と

打
ち
的
な
リ
ズ

ム
の
、
五
文
字
の
ト
リ
の
句
（「
朝
毎
の
」
な
ど
）
を
生
む
。
こ
の
ト
リ
の
句
で
仕
切
り

直
し
さ
れ
る
新
鮮
さ
と
、
初
句
の
下
の
句
が
新
た
に
開
始
の
詞
と
な
る
面
白
さ
が
あ
り
、

「
朝
毎
の
宿
の
名
残
も
」
の
よ
う
に
、
下
の
句
か
ら
次
へ
続
く
文
意
が
活
か
さ
れ
る
効
果

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
金
剛
返
」
で
は
、ノ
リ
を
崩
さ
ず
し
て
全
体
の
リ
ズ
ム
を
変
化

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
現
行
の
「
金
剛
返
」
の
演
奏
法
と
特
徴
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
囃
子
の
手
は
、

短
く
な
る
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
以
下
、江
戸
期
に
書
か
れ
た
「
金
剛
返
」
の

手
を
見
て
み
よ
う
。

　変
遷紀

州
藩
お
抱
え
の
シ
テ
方
徳
田
隣
忠
に
よ
る
口
伝
書
『
隣
忠
秘
抄
』
（6）

（
宝
暦
一
〇
年

（
一
七
六
〇
）
成
立
）
の
〈
三
井
寺
〉
の
項
に
は
次
の
よ
う
な
具
体
的
な
手
が
記
さ
れ
て

い
る
。

資
料
１

一 

三
井
寺
ノ
金
剛
返
し 

又
今
合
返
し
ト
モ
云

　
一　

枯
た
る
木
に
た
に
もツ
ツ
ヤ　

木
に丁

ンた
に
も　

是
長
キ
打
ヤ
ウ
也 

ア

　
　

木
に
た
に
もト
ン
ヤ
ヤ4　

木
に丁

ンた
に
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ

　
　

コ
ノ
間
実
ノ
金
剛
返
ナ
リ
。
声
ニ
テ
刻
ト
キ
ハ
如
此
、
ア
ト
ノ
ヤ
ヲ
、

　
　

 

ハ
ツ
ム
ナ
リ
。 

然
ト
モ
打
時
ハ
、
前
ノ
ヤ
ニ
声
ハ
ナ
シ
。
ア
ト
ノ
ヤ
ニ
声
ア
リ
。

イ
キ
込
、
ツ
、
ツ
、
ナ
リ
。
謡
ノ
節
、

　
　

木
に
た
に
も　

ト
引
。

　
　

に0

モ
も0

モ
心
ヲ
引
ハ
リ
、
持
合
ウ
タ
フ
。
但
シ
其
ウ
チ
ニ
に0

ハ
カ
ル
メ
ニ
。

一　

常
ノ
ハ　

木
に
た
に
も
、　

是
ニ
テ
ハ
常
ノ
打
切
ナ
ラ
テ
ハ
不
打
。 

　
　

実
ノ
コ
ン
カ
ウ
返
シ
ハ
ツ
ケ
出
シ
ナ
リ

　
　
　
　

又

一　

金
剛
返
シ
ノ
打
切
ト
云
モ
有
ヨ
シ

　

木
に
た
に
も　

●大
カ
シ
ラ　　

○ハ小　

●大イ
ヤ　

○小　

丁大　

○小　
ツ
ケ木丁

に丁
た
にチ
もホ　

 

ウ

　
長
き
打
ち
様
ア
、
ま
こ
と
の
金
剛
返
イ
、
金
剛
返
の
打
切
ウ
と
、
三
種
類
を
具
体
的
に

挙
げ
て
い
る
が
、こ
の
中
で
現
行
の
「
金
剛
返
」
に
近
い
の
は
イ
で
あ
ろ
う
。
資
料
中
の

「
丁
」
は
現
在
で
も
使
わ
れ
る
大
鼓
の
強
打
音
の
印
で
あ
り
、「
ト
ン
」
は
「
ド
ン
」
と
い

う
大
鼓
の
響
か
せ
な
い
弱
打
音
、「
ヤ
ヤ
」
は
掛
け
声
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
二
つ
目
の
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「
ヤ
」
の
右
に
小
さ
く
黒
い
点
が
あ
る
の
は
、続
く
記
事
中
の
「
ア
ト
ノ
ヤ
ヲ
ハ
ツ
ム
（
後

の
ヤ
を
弾
む
）」
こ
と
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
解
釈
で
現
在
の
粒
付
表
記
に
合

わ
せ
て
強
打
音
を
△
、弱
打
音
を
●
と
し
て
割
り
付
け
た
も
の
が
譜
例
Ⅰ
ｄ
で
あ
る
。
謡

は
『
隣
忠
秘
抄
』
当
時
の
地
拍
子
と
考
え
ら
れ
る
近
古
式
で
割
り
付
け
た
（
一
行
目
の
下

の
句
は
「
に0

モ
も0

モ
心
ヲ
引
ハ
リ
、
持
合
ウ
タ
フ
」
の
記
事
に
従
い
七
拍
八
拍
を
「
引

キ
」
と
し
て
表
記
し
て
い
る
）。
掛
け
声
が
違
う
も
の
の
、
現
行
の
短
い
タ
イ
プ
の
「
金

剛
返
」（
譜
例
Ⅰ
ｃ
）
と
、
基
本
的
に
同
じ
構
造
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
打
時
ハ
、
前

ノ
ヤ
ニ
声
ハ
ナ
シ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
掛
け
声
が
少
な
い
分
、
謡
い
手
は
謡
い
出

し
の
間
合
が
外
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
息
込
み
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。「
イ
キ
込

ツ
、
ツ
、
ナ
リ
」
は
、
そ
の
心
得
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
似
た
内
容
が
、寛
延
三
年
頃
の
成
立
と
い
わ
れ
る
『
葛
野
流
大
鼓
伝
書
拍
子
口

之
巻
』
（7）

の
第
三
巻
「
今
合
返
」
の
項
に
あ
る
の
で
、
抜
粋
し
て
引
用
し
よ
う
。

　
資
料
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ヤ　
　

   

ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ツ　
　

 

●

　

枯
た
る
木
に
だ
に
も
　

木
に
だ
に
も
花　
　

　
　
　
　

ホ　
　

チ
ホ　

口
伝

　

融
も
同
事
也

　

間
合
ト
リ
様
ノ
口
伝

　 

　
　
　

ヤ　

ア

 

●
●
ツ
ツ　

●

　

木
に
だ
に
も　
　

木　

に
だ
に
も

　

ホ　
　

チ
ホ

此
間
合
ハ
本
之
一
拍
子
ノ
い
き
か
た
ナ
リ
。
此
間
合
を
根
ニ
ふ
ま
へ
、
前
に
刻
二
ツ

ヲ
け
し
て
付
ケ
ヨ
リ
可
打
。（
略
）
此
間
合
を
ふ
ま
え
刻
ヲ
か
く
し
て
打
事
第
一
習

ト
ス
ル
ナ
リ
。（
略
）

刻き
ざ
みと
は
、
一
般
に
打
楽
器
が
連
続
し
て
粒
を
打
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
指
す
の
で
、
傍
線

「
刻
二
ツ
ヲ
け
し
て
」「
刻
ヲ
か
く
し
て
」
と
は
、
実
際
の
粒
と
し
て
は
打
た
ず
、
心
の
中

で
間
合
を
取
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
実
際
に
打
つ
の
は
「
に
」（
二
拍
）
に

当
た
る
一
粒
だ
け
で
、「
間
合
ト
リ
様
ノ
口
伝
」
と
し
て
書
き
足
さ
れ
た
二
つ
の
粒
●
●

（
八
拍
、
一
拍
）
は
打
た
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
心
の
中
で
ツ
、
ツ
と
間
を
取
る
の
で
あ
る
。

そ
の
間
合
を
謡
い
手
も
計
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
演
奏
法
も
、構
造
的
に
譜
例
Ⅰ

ｃ
、
Ⅰ
ｄ
と
同
じ
で
あ
り
、
ツ
、
ツ
と
い
う
間
合
に
注
意
を
促
し
て
い
る
点
も
イ
と
同
じ

で
あ
る
。

ア
は
「
長
キ
打
ヤ
ウ
（
様
）」
と
あ
る
の
で
、
イ
よ
り
も
拍
数
が
多
い
と
も
想
像
で
き

る
の
で
あ
る
が
、こ
の
場
合
「
丁
ン
」
の
印
が
あ
く
ま
で
も
「
に
」
に
対
し
て
付
い
て
い

る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、構
造
的
に
は
イ
と
同
じ
で
「
長
き
」
と
い
う
の
は
「
ヤ
」
と
い

う
掛
け
声
を
長
く
か
け
る
こ
と
と
解
釈
し
た
い
。
声
を
長
く
か
け
ず
、イ
の
よ
う
に
息
込

み
で
打
ち
手
と
謡
い
手
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る
方
が
「
ま
こ
と
の
金
剛
返
」
だ
と

言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ウ
を
現
行
の
表
記
に
準
じ
て
八
割
に
し
た
の
が
譜
例
Ⅰ
ｅ
で
あ
る
。《
打
切
》
部
分
が

一
ク
サ
リ
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
囃
子
の
寸
法
は
短
く
な
ら
な
い
。の
み
な
ら
ず
現
行

で
は
、《
打
切
》
が
、《
刻
返
》
な
ど
の
他
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
手
に
置
き
換
わ
る
だ
け
で
あ

る
が
、こ
の
場
合
は
手
自
体
が
常
に
は
な
い
特
別
の
も
の
に
替
っ
て
い
る
。
返
シ
の
「
木

に
だ
に
も
」
の
丁
の
右
に
「
ツ
ケ
」
と
あ
る
の
は
、
大
鼓
を
謡
の
一
、二
拍
に
付
け
て
打

つ
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。謡
い
手
は
こ
れ
に
遅
れ
ず
に
謡
い
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
そ
の
前
に
特
殊
な
「
金
剛
返
シ
ノ
打
切
」
が
打
た
れ
、
掛
け
声
も
少
な
い
の
で
、
ど

の
粒
が
何
拍
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
。
い
き
な
り
こ
の
手
を
打
た
れ
た
の
で

は
、お
そ
ら
く
謡
い
手
は
正
し
く
謡
い
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。
謡
い
手
は
あ
ら
か
じ
め
こ
の

特
殊
な
打
切
の
手
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

隣
忠
の
記
事
は
、
こ
の
よ
う
に
「
金
剛
返
」
の
囃
子
の
特
殊
な
手
を
説
明
し
、
謡
う
側
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高橋葉子　「金剛返」考

が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
う
ま
く
謡
え
る
よ
う
に
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
金
剛
返
」
を
主
に
囃
子
方
の
習
事
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
は
別
の
見
解
を
示
す
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。
資
料
３
は
、
一
五
代
観
世
大
夫

元
章
か
ら
の
伝
授
事
を
弟
子
の
浅
井
織
之
丞
が
書
き
留
め
た
『
元
章
習
事
伝
授
目
録
』
（8）

（
以

下
『
目
録
』）
の
型
付
の
部
の
記
事
で
あ
る
。

　
資
料
３金

剛
返
之
事　
　

観
世
流
ニ
ハ
先
ナ
シ

と
ほ
る
三
井
寺
其
の
外
い
ろ
い
ろ
に
あ
り

是
ハ
打
切
三
井
寺
な
ら
は
、
か
れ
た
る
木
、
打
切
ノ
所

　
　

▲

　

イ
ヤ　

ハ
ヲ
ン
ヤ　

木
に
だ
に
も　

ト
謡
イ
、
ハ
ハ
ヲ
聞
ズ
ニ
謡
ナ
リ

 

小
● 

小
● 

小
○

　
　

▲
イ
ヤ　

ハ
つ
ヲ
ン
ヤ
ア　

ハ
ア
ハ

 

打
切
之
ハ
ア
ハ
ヲ
聞
ス
ニ
謡
申
候
が
金
剛
返
し
ナ
リ

こ
の
書
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
〈
融
〉
の
ロ
ン
ギ
の
「
金
剛
返
」
の
記
事
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
項
で
取
り
上
げ
る
。

小
鼓
の
ハ
、ハ
と
い
う
の
は
《
打
切
》
の
後
半
七
拍
八
拍
を
示
す
声
で
（
譜
例
Ⅰ
ａ
参

照
）、
常
な
ら
ば
こ
れ
を
受
け
て
大
鼓
が
《
カ
ケ
切
》
と
い
う
手
を
打
ち
、
更
に
そ
れ
を

受
け
て
シ
テ
が
「
枯
れ
た
る
」
と
謡
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
鼓
が
ハ
、
ハ
と
言
う

前
に
い
き
な
り
「
木
に
だ
に
も
」
と
謡
い
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、大
小
鼓
は
面
食
ら
う
に

違
い
な
い
。
と
に
か
く
す
ぐ
に
次
の
手
に
移
っ
て
シ
テ
に
合
わ
せ
る
の
だ
ろ
う（
譜
例
Ⅰ

ｆ
）。
変
則
、
と
い
う
よ
り
反
則
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
謡
い
方
が
「
金
剛
返
」
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
と
違
っ
て
、
当
時
、
新
し
い
謡
い
方
を
考
え
る
の
に
、
謡
い
手
と
囃

子
方
が
事
前
に
相
談
す
る
と
は
考
え
難
い
。「
金
剛
返
」
は
、
ま
ず
は
即
興
的
に
行
わ
れ

た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、最
初
の
形
は
資
料
３
の
形
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
資
料
１
の
『
隣
忠
秘
抄
』
で
は
囃
子
が
既
に
「
金
剛
返
」
を
予

定
し
た
手
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
が
、こ
の
箇
所
は
そ
も
そ
も
《
打
切
》
を
打
つ

所
な
の
だ
か
ら
、囃
子
は
「
イ
ヤ
△
ハ
ヲ
ン
ヤ
」
と
始
め
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
の
で
あ

る
。
資
料
１
の
よ
う
に
囃
子
が
常
と
違
う
手
を
打
っ
た
と
し
て
も
、そ
こ
で
謡
い
手
が
上

の
句
を
省
略
す
る
必
然
性
は
勿
論
な
い
。
資
料
３
は
資
料
１
よ
り
年
代
は
少
し
下
が
る

が
、
成
立
の
古
い
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

傍
線
部
の
記
述
の
通
り
、「
金
剛
返
」
は
、
ま
ず
は
謡
の
側
か
ら
の
変
則
（
ま
た
は
反

則
）
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
応
し
て
（
ま
た
は
対
抗
し
て
）
囃
子
方
が
様
々
に
手

を
工
夫
し
た
結
果
、
む
し
ろ
囃
子
の
手
の
方
が
進
化
し
て
、
逆
に
謡
い
手
が
注
意
す
べ
き

習
事
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
状
態
が
、
資
料
１
な
の
だ
ろ
う
。
囃
子
の
手

が
、
す
っ
き
り
し
た
短
い
も
の
か
ら
高
級
感
の
あ
る
長
い
も
の
ま
で
工
夫
さ
れ
、
時
に
よ

り
い
ず
れ
か
の
や
り
方
を
選
ん
で
、
互
い
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

小
書
演
出
と
し
て
洗
練
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
資
料
３
の
「
金
剛
返
」
も
な
く
な
ら
ず
に
行
わ
れ
て
い
た
。
江
戸
中
期
の
内
容

を
書
写
し
た
浅
井
有
直
の
『
謡
曲
秘
書
』
（9）

で
は
、
こ
の
謡
い
方
を
〈
融
〉
と
〈
三
井
寺
〉

の
例
で
紹
介
し
、こ
れ
を
「
半
返
シ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
管
見
に
入
っ
た
江
戸
期
の
資
料

（
巻
末
資
料
一
覧
参
照
）
で
は
、
現
行
の
譜
例
Ⅰ
ｃ
に
準
じ
る
手
が
最
も
多
い
が
、
次
い

で
多
い
の
が
こ
の
手
で
あ
る（10）
。

で
は
、
現
行
の
基
本
形
で
あ
る
譜
例
Ⅰ
ｂ
の
手
は
、
ど
の
程
度
打
た
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
文
化
一
三
年
（
一
八
〇
〇
）
の
識
語
を
持
つ
大
鼓
石
井
流
の
伝
書
『
別
伝
習
之

巻
』
（11）

に
、
こ
の
手
組
が
認
め
ら
れ
る
。
著
者
は
加
賀
藩
の
大
鼓
方
で
石
井
流
の
小
杉
次
三

郎
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
融
柏
崎
言コ
ン

交ゴ

返
シ
ノ
事
」
と
し
て
、〈
融
〉
の
「
思
い
立
つ
」

の
「
金
剛
返
」
に
続
い
て
〈
柏
崎
〉
の
ワ
キ
の
道
行
「
乾
し
ぬ
べ
き
。
日
影
も
袖
や
濡
ら

す
ら
ん
」
で
も
同
様
に
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
手
組
は
《
刻
返
》《
ヤ
ド
リ
》

（
石
井
流
で
は
《
ヤ
ノ
ト
リ
》）
と
解
釈
で
き
る
。
意
外
に
も
、こ
の
現
行
基
本
形
と
同
じ

構
造
で
あ
る
と
確
実
に
認
め
ら
れ
る
粒
付
が
あ
る
の
は
、
今
の
所
こ
の
資
料
と
、
同
じ
石
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井
流
の
『
大
鼓
伝
授
事
』
の
み
で
あ
る
（
注
11
参
照
）。《
刻
返
》
を
入
れ
る
現
行
の
演
奏

法
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
後
期
ま
で
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

〈
柏
崎
〉
で
は
現
在
は
「
金
剛
返
」
は
行
わ
れ
な
い
。
が
、
記
録
が
残
っ
て
い
な
く
と

も
、
こ
の
よ
う
に
他
の
曲
で
も
「
金
剛
返
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ

る
。「
金
剛
返
」
は
本
来
が
即
興
的
な
も
の
で
、
か
つ
他
の
部
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う

な
重
大
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
金
剛
返
」
で
は
結
局
、
一
ク
サ
リ
の
長
い
間あ

い

の
手
は
打
た
れ
な
く
な
っ
た
。
曲
の
開

始
部
で
重
々
し
く
な
っ
た
り
停
滞
し
た
り
す
る
危
険
を
避
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。簡

潔
で
シ
ャ
ー
プ
な
感
覚
の
方
が
「
金
剛
返
」
に
は
求
め
ら
れ
た
の
だ
。
逆
説
的
で
は
あ
る

が
、
こ
の
小
書
が
曲
の
開
始
部
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
小
書
の
性
格
を
表
し

て
い
る
と
も
言
え
る
。

　Ⅱ
．〈
融
〉（
観
世
流
）
の
ロ
ン
ギ
で
の
「
金
剛
返
」

現
在
の
演
奏　

観
世
流
だ
け
の
小
書
で
、
終
曲
部
の
ロ
ン
ギ
の
シ
テ
謡
「
そ
れ
は
西
岫
に
」
で
、
シ
テ

が
「
西
岫
に
」
と
謡
い
返
す
。
こ
の
部
分
の
常
の
演
奏
は
譜
例
Ⅱ
ａ
の
通
り
で
、「
入
日

の
」
が
本
間
（
前
の
ク
サ
リ
の
八
拍
半
）
で
始
ま
る
の
で
、「
西
岫
に
」
の
語
尾
は
伸
ば

さ
ず
、
息
継
ぎ
と
し
て
切
っ
て
謡
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
金
剛
返
」
の
場
合
は
、
二

度
目
の
「
西
岫
に
」
を
一
拍
半
の
所
か
ら
謡
う
の
で
、
最
初
の
「
西
岫
に
」
の
語
尾
の

「
に
」を
伸
ば
し
て
謡
う
。
囃
子
は
こ
れ
に
応
じ
て
ト
リ
の
間
の
手
を
打
つ（
譜
例
Ⅱ
ｂ
）。

下
の
句
だ
け
を
返
す
点
が
〈
三
井
寺
〉
な
ど
と
同
趣
向
だ
が
、
音
楽
的
に
次
の
点
で
異

な
っ
て
い
る
。

①
打
切
、
返
シ
が
な
い
所
で
返
シ
を
謡
う

②
《
刻
返
》
は
打
た
れ
ず
、
直
ち
に
返
シ
に
な
る
形
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、一
曲
の
最
終
部
で
あ
る
と
い
う
点
も
〈
三
井
寺
〉
な
ど
と
異
な
っ
て
い
る
。「
そ

れ
は
西
岫
に
」
は
、早
舞
を
舞
い
上
げ
た
シ
テ
が
ロ
ン
ギ
の
地
謡
を
受
け
て
最
初
に
発
す

る
謡
で
あ
り
、終
曲
部
ゆ
え
の
高
揚
感
に
よ
っ
て
興
に
乗
っ
て
「
金
剛
返
」
の
謡
い
方
を

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。あ
る
い
は
こ
こ
で
少
し
テ
ン
ポ
を
抑
え
よ
う
と
し
て
謡
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
こ
の
箇
所
に
は
《
打
切
》
も
返
シ
も
な
い
箇
所

な
の
で
、観
客
は
〈
三
井
寺
〉
な
ど
の
「
金
剛
返
」
よ
り
も
強
い
即
興
性
を
感
じ
る
。
し

か
し
、こ
こ
で
謡
を
返
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
突
飛
な
こ
と
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
問
題
を
含
め
、
こ
の
小
書
の
成
立
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

変
遷現

在
〈
融
〉
の
こ
の
箇
所
に
は
《
打
切
》
も
返
シ
の
謡
も
入
ら
な
い
が
、ロ
ン
ギ
の
中

の
シ
テ
謡
で
初
句
を
返
す
こ
と
は
、本
来
は
む
し
ろ
定
型
的
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
何

故
な
ら
世
阿
弥
自
筆
本
の
〈
江
口
〉〈
盛
久
〉〈
雲
林
院
〉
や
『
永
正
一
三
年
観
世
弥
次
郎

長
俊
筆
謡
本
』
（12）

の
〈
當
麻
〉
で
は
、
ロ
ン
ギ
の
シ
テ
謡
の
初
句
に
返
シ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
刊
行
の
下
掛
謡
本
『
七
太
夫
仕
舞
付
』
に
は
、〈
鵜

飼
〉
の
ロ
ン
ギ
の
シ
テ
謡
「
法
華
は
利
益
深
き
ゆ
え
」
で
《
打
切
》
と
返
シ
が
書
か
れ
て

い
る
。
現
在
で
は
、同
様
の
箇
所
と
し
て
は
〈
通
小
町
〉「
つ
つ
め
ど
我
も
穂
に
出
で
て
」

に
《
打
切
》
と
返
シ
が
、
宝
生
流
と
金
春
流
の
〈
実
盛
〉「
そ
の
執
心
の
修
羅
の
業
」
に

《
打
切
》
の
あ
る
の
が
そ
の
名
残
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
江
戸
中
期
の
宝
生
流
の
習
事
を
伝

え
る
『
宝
生
流
謡
曲
秘
書
』
（13）

に
、〈
野
宮
〉
の
ロ
ン
ギ
の
「
名
乗
り
て
も
甲
斐
な
き
身
と
て

恥
ず
か
し
の
」
で
シ
テ
の
任
意
に
よ
り
《
打
切
》
を
入
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
ロ
ン
ギ
の
中
の
シ
テ
謡
は
、
そ
の
時
の
シ
テ
の
都
合
や
考
え
で
《
打

切
》
や
返
シ
が
入
る
可
能
性
の
あ
る
場
所
で
あ
り
、囃
子
方
に
も
そ
の
心
構
え
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
素
地
が
、
こ
の
小
書
の
成
立
に
は
あ
る
と
言
え
る（14）
。

で
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
謡
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
浅
井
織
之
丞
の
『
目
録
』
で
見

て
み
よ
う
。
観
世
流
だ
け
の
小
書
で
あ
る
た
め
か
記
録
が
少
な
く
、筆
者
が
現
在
確
認
し

て
い
る
の
は
こ
の
『
目
録
』
の
記
事
の
み
で
あ
る
。
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資
料
４
（
ゴ
マ
点
は
省
略
）

今
合
返
事      

邯
鄲
ト
と
ほ
る
之
る
い

　

そ

○

れ
ハ　

西
○

し
う○

に

○

イ
ヤ
さ

○

い
し
う

○

に

○

　

右
ハ
拍
子
方
コ
マ
ラ
ス
事
也　

西
し
う
と
ス
エ
テ
謡
イ
跡
ス
ク
ニ

　　

西
し
う
に　

入
日
の
今
タ

　
「
西
岫
に
」
の
「
う
」
と
「
に
」
を
両
方
伸
ば
し
て
謡
う
の
で
、囃
子
方
は
打
切
る
合
図

か
と
思
い
「
イ
ヤ
△
」
と
頭
を
打
つ
、
そ
こ
へ
す
ぐ
に
「
西
岫
に
」
と
謡
い
こ
ん
で
し
ま

う
、
と
い
う
手
法
だ
。
右
の
粒
付
を
譜
例
Ⅱ
ｃ
に
近
古
式
で
示
し
た
（
打
切
の
合
図
に
つ

い
て
は
後
述
の
「
据
え
て
据
え
ぬ
謡
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）。〈
三
井
寺
〉
で
は
、
小
鼓
の

「
ハ
・
ハ
」
を
聞
か
ず
に
謡
い
出
す
謡
い
方
（
譜
例
Ⅰ
ｆ
）
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
ハ
・

ホ
ン
ヤ
ア
」
も
聞
か
ず
に
す
ぐ
に
謡
い
出
す
の
で
あ
る
。「
拍
子
（
囃
子
）
方
困
ら
す
事

也
」
と
い
う
の
も
う
な
づ
け
る
。「
困
ら
す
」
と
い
う
の
は
、〝
結
果
的
に
困
ら
せ
る
こ
と

に
な
る
〞
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
戒
め
て
い
る
よ
う
に
は
受
け
取
れ
な
い
。

そ
う
い
う
謡
い
方
で
あ
る
、
と
い
う
書
き
方
で
、
あ
く
ま
で
自
分
達
シ
テ
方
の
小
書
と
し

て
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
金
剛
返
」
も
、従
っ
て
謡
い
手
の
側
か
ら
の
変
則
な
の
で
あ
る
。

当
時
、舞
台
上
で
の
大
夫
の
権
限
は
今
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
。
現

行
の
「
金
剛
返
」
で
は
、
囃
子
の
手
も
シ
テ
・
ワ
キ
の
謡
い
方
も
、
何
種
類
か
に
決
め
ら

れ
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、も
と
も
と
は
こ
の
よ
う
に
一
種
強
引
な
ほ
ど
に
即
興
的
で
あ
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
は
何
ら
か
の
混
乱
が
生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

舞
台
の
緻
密
度
も
芸
質
も
今
と
は
全
く
違
っ
て
い
た
の
だ
。囃
子
方
を
困
ら
せ
て
当
然
な

ほ
ど
危
う
い
か
け
引
き
が
「
金
剛
返
」
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

〈
三
井
寺
〉
の
場
合
と
同
じ
理
由
で
、「
西
岫
に
」
の
「
金
剛
返
」
も
、
最
初
の
形
は
や

は
り
現
行
の
「
金
剛
返
」
の
よ
う
に
ト
リ
の
手
を
打
つ
の
で
は
な
く
、
こ
の
資
料
４
、
譜

例
Ⅱ
ｃ
の
形
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
あ
と
《
刻
返
》
な
ど
の
手
が
導
入
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
、
ト
リ
の
間
だ
け
の
返
シ
の
テ
ン
ポ
感
が
、
こ
の
終
曲
部
に
は
相
応
し
い
と

判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　二
．「
金
剛
返
」
の
由
来

「
金
剛
返
」
つ
い
て
よ
く
言
わ
れ
る
も
の
に
、「
演
者
の
ミ
ス
か
ら
生
ま
れ
た
」
と
い
う

説
が
あ
る
。
例
え
ば
『
金
剛
流
小
書
解
説
』
（15）

で
は
〈
三
井
寺
〉
の
「
金
剛
返
」
を
説
明
し
た

の
ち
、「
金
剛
流
の
み
に
あ
る
と
い
う
の
で
こ
の
称
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
何
か
の
ミ
ス
で
出

来
た
小
書
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
が
、
ミ
ス
で
は
な
く
意
図
的
な
即
興
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。「
金
剛
返
」
と
い
う
名
前
の
由
来
は
、
後
述
す
る

〈
夕
顔
〉
な
ど
の
、
現
在
消
滅
し
て
い
る
「
金
剛
返
」
の
検
証
と
本
来
切
り
離
し
て
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
ず
名
前
の
由
来
に
絞
っ
て
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。

始
め
た
の
は
脇
之
為
手

「
金
剛
返
」
と
い
う
名
前
の
初
出
例
と
し
て
、
目
下
の
所
確
認
し
て
い
る
の
は
、
正
保

五
年
（
一
六
四
八
）
の
奥
書
を
持
つ
『
新
九
郎
流
小
鼓
習
事
伝
書
』
（16）

の
左
の
記
事
で
あ
る
。

　
金
剛
返
シ
之
事

金
剛
返
シ
と
云
ハ
夕
顔
の
間
ノ
謡
の
返
シ
を
金
剛
返
シ
と
云
也
。
大
事
也
。

　

名
前
の
由
来
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
る
べ
き
は
、当
然
な
が
ら
金
剛
流
と
の
関
係
で
あ
る

が
、そ
れ
を
語
る
記
事
は
意
外
に
少
な
い
。
先
に
引
い
た
『
葛
野
流
大
鼓
伝
書
拍
子
口
之

巻
』
第
三
巻
に
は
、

　
金
剛
返
シ
昔
ハ
な
き
習
ト
申
候
。
近
代
金
剛
太
夫
望
ニ
て
謡
被
申
候
ヲ
、
刻
習
ニ
成

て
、
其
外
の
太
夫
脇
方
ニ
も
是
ヲ
用
ル
由
。
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と
い
う
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
書
は
寛
延
以
後
の
成
立
と
見
ら
れ
る
の
で
、
正

保
五
年
奥
書
の
『
新
九
郎
流
小
鼓
習
事
伝
書
』
に
す
で
に
「
金
剛
返
」
の
記
事
が
あ
る
以

上
、「
近
代
金
剛
太
夫
望
に
て
」
と
い
う
く
だ
り
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

天
明
五
年
没
の
宝
生
勇
勝
の
伝
書
と
思
わ
れ
る
『
宝
生
流
謡
曲
秘
書
』（
注
13
参
照
）
に

は
「
三
井
寺
に
金
剛
返
シ
と
云
事
有
り
。
金
剛
の
習
に
て
、
此
流
儀
に
な
し
。」
と
書
か

れ
て
お
り
、江
戸
中
期
に
「
金
剛
返
は
金
剛
流
の
習
」
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

が
、
そ
れ
以
上
に
信
頼
の
お
け
る
説
は
見
い
だ
せ
な
い
。

観
世
流
で
「
金
剛
返
」
が
小
書
と
な
っ
た
の
は
、一
五
代
観
世
大
夫
元
章
か
ら
と
考
え

ら
れ
て
い
る（17）
。
一
四
代
清
親
、
一
五
代
元
章
、
一
九
代
清
興
の
習
事
目
録
を
比
較
す
る

と
、〈
融
〉
と
〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」
の
相
伝
が
元
章
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（〈
三
井
寺
〉
に
は
「
金
剛
返
」
の
記
載
な
し
）。
尤
も
こ
れ
は
、「
金
剛
返
」
が
小
書

と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
が
元
章
か
ら
、
と
い
う
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
観
世
流
で
演

じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。先
に
資
料
３
と
し
て
取
り
上
げ
た
浅
井
織
之
丞

の
『
目
録
』
の
記
事
を
も
う
一
度
挙
げ
よ
う
。

　
金
剛
返
し
之
事
。
観
世
流
に
は
先
な
し
。
と
ほ
る
、三
井
寺
其
外
い
ろ
い
ろ
に
あ
り
。

　
「
い
ろ
い
ろ
に
あ
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
す
る
と
、
以
前
か
ら
演
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

受
け
取
れ
る
。
が
、
と
も
か
く
元
々
は
観
世
流
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
そ
か
ら
取
り
入
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

ち
な
み
に
同
書
で
は
、
右
の
記
事
以
外
で
は
表
記
を
「
今
合
返
」
と
し
て
い
て
、
表
記

が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。「
今
合
返
」
と
い
う
表
記
自
体
は
『
囃
謡
鼓

覚
集
』（
寛
文
七
年
、
一
六
六
七
）
な
ど
で
既
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
意
味

に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
現
在
、
観
世
流
で
は
、〈
融
〉
と
〈
邯
鄲
〉

に
つ
い
て
は
「
今
合
返
」、〈
三
井
寺
〉
に
つ
い
て
は
「
今
向
返
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
も

そ
も
「
今
合
」
や
「
今
向
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
う
え
に
、こ
の
小
書
は
「
観
世
流
に
は

先
な
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
ず
れ
も
、
他
流
を
想
起
さ
せ
る
「
金
剛
」
の
字

を
避
け
た
た
め
の
当
て
字
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
に
は「
混

合
返
シ
」（『
幸
流
小
鼓
之
習

口
伝
之
事
』
（18）

）
や
「
金
合
返
シ
」（『
高
安
流
秘
伝
書
』
（19）

）
な

ど
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
記
事
内
容
と
表
記
に
特
別
の
関
連
は
認
め
ら
れ
ず
、
単
な
る
当

て
字
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
金
剛
返
」
と
金
剛
流
の
関
係
を
示
す
有
力
な
説
は
な
い
。
が
、享
保

五
年
に
津
軽
藩
か
ら
紀
州
藩
の
抱
役
者
に
移
っ
た
春
藤
流
脇
師
、藤
田
伊
右
衛
門
豊
高
の

日
記
（『
豊
高
日
記
』
（20）

）
に
、
左
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

金
剛
返
し
と
い
ふ
は
む
つ
か
し
き
意
味
無
し
。
金
剛
が
ふ
と
諷
ひ
た
る
も
の

な
り
、
金
剛
の
正
體
な
る
故
に
、
な
ど
ゝ
む
ず
か
し
く
言
ひ
た
る
は
、
皆
後

の
作
り
事
な
り
。
此
段
休
叟
よ
り
共
之
承
る
。

こ
の
く
だ
り
は
享
保
四
年
の
も
の
で
、
豊
高
の
師
匠
で
あ
る
春
藤
休
叟
（
休
意
）
が
、

医
師
で
能
楽
全
般
に
通
じ
て
い
た
森
共
之
に
語
っ
た
内
容
で
あ
る
。
当
時
「
金
剛
返
」
と

い
う
習
事
が
広
く
知
ら
れ
、そ
の
由
来
に
つ
い
て
何
か
と
云
々
さ
れ
て
い
た
様
子
が
知
れ

る
が
、
休
意
は
、
金
剛
が
ふ
と
思
い
つ
い
て
即
興
的
に
謡
っ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

で
は
そ
の
金
剛
と
い
う
の
は
、誰
だ
ろ
う
か
。
小
鼓
の
観
世
新
九
郎
流
系
伝
書
で
宝
永

か
ら
正
徳
頃
の
内
容
と
思
わ
れ
る
『「
秘
」
印
小
鼓
伝
書
』
（21）

中
巻
に
、

金
剛
返
シ
事

邯
鄲
夕
顔
弐
番
に
有
。（
中
略
）む
か
し
坂
戸
ノ
四
郎
権
守
謡
ハ
れ
し
事
と
い
へ
り
。

（
後
略
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
表
章
『
観
世
流
史
参
究
』
（22）

等
に
よ
れ
ば
、坂
戸
の
四
郎
権
守
と
は
、

文
明
（
一
四
六
九
〜
一
四
八
七
）
頃
に
活
躍
し
た
脇
之
為
手
で
、将
軍
足
利
義
尚
の
命
に

よ
っ
て
金
剛
座
か
ら
観
世
座
に
一
時
期
転
座
さ
せ
ら
れ
た
金
剛
四
郎
次
郎
元
正
の
こ
と
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に
違
い
な
い
。
名
人
と
言
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
の
「
脇
之
為
手
」
と
は
、ワ
キ
の

役
を
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
シ
テ
を
も
演
じ
る
力
を
持
っ
て
お
り
、
地
を
統
率
す

る
こ
と
を
通
じ
て
舞
台
全
体
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
表
氏
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、室

町
中
期
に
は
観
世
座
の
演
能
の
あ
り
方
が
、そ
れ
ま
で
の
「
ス
タ
ー
役
者
主
体
の
演
能
活

動
か
ら
転
換
し
つ
つ
」
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
「
脇
之
為
手
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
」
と
い

う
。
つ
ま
り
、
シ
テ
一
人
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
演
劇
的
音
楽
的
に
統
括
さ
れ
た
舞
台

作
品
と
し
て
の
質
の
高
さ
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。脇
之
為
手

は
、
そ
の
統
括
役
で
あ
り
、
単
な
る
シ
テ
の
サ
ポ
ー
ト
役
で
は
な
く
、
舞
台
全
体
に
対
し

て
権
限
の
あ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る（23）
。
そ
れ
ゆ
え
、脇
之
為
手
が
そ
の
時
の
舞
台
の
状

況
に
即
し
て
、ま
た
は
何
が
し
か
の
効
果
を
ね
ら
っ
て
常
と
違
う
こ
と
を
し
た
可
能
性
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

名
人
に
は
伝
説
が
付
き
物
で
あ
る
か
ら
、こ
れ
ら
の
記
事
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
逆
に
も
し
四
郎
次
郎
説
に
根
拠
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、「
金
剛
」
と
い
う
言

葉
に
何
か
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、そ
の
た
め
に
四
郎
次
郎
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
の
四
郎
次
郎
説
を
覆
す

有
効
な
説
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、ま
た
初
出
記
事
に
あ
る
「
間
ノ
謡
」
と
は
現
在
の
待

謡
の
こ
と
で
、
歴
史
的
に
も
脇
之
為
手
が
謡
っ
た
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
四
郎
次

郎
説
と
矛
盾
が
な
い
こ
と
か
ら
、今
の
所
は
こ
の
説
を
採
り
た
い
と
思
う
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、『
豊
高
日
記
』
に
「
ふ
と
諷
ひ
た
る
も
の
」、『「
秘
」
印
小
鼓
伝
書
』
に
「
謡
ハ

れ
し
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
金
剛
返
」
は
脇
之
為
手
が
始
め
た
謡
い
方
の
変
則
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　三
．
消
滅
し
た
「
金
剛
返
」

　　

前
章
で
す
で
に
紹
介
し
て
い
る
が
、〈
夕
顔
〉
と
〈
邯
鄲
〉
に
も
「
金
剛
返
」
が
あ
っ

た
こ
と
が
主
に
新
九
郎
流
系
の
伝
書
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
〈
夕
顔
〉
に
「
金
剛

返
」
は
な
く
、〈
邯
鄲
〉
も
現
行
の
そ
れ
と
は
違
う
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二

曲
の
「
金
剛
返
」
は
現
在
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が（24）
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
〈
三
井
寺
〉
や
〈
融
〉
の
現
行
の
「
金
剛
返
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　一
．〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」

先
ず
、
前
章
に
引
い
た
記
事
の
再
掲
を
含
め
、〈
夕
顔
〉
と
〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」

を
記
し
た
記
事
を
読
ん
で
み
よ
う
。

　資
料
５金

剛
返
シ
之
事

金
剛
返
シ
と
云
ハ
①
夕
顔
の
間
ノ
謡
の
返
シ
を
金
剛
返
シ
と
云
也
。
大
事
也
。

 

『
新
九
郎
流
小
鼓
習
事
伝
書
』

　
資
料
６金

剛
返
シ
事　
　

　

邯
鄲
夕
顔
弐
番
に
有
。 

所
ハ
、「
ろ
う
せ
い
ハ
ゆ
め
さ
め
て
」。 

②
す
へ
る
よ
う
に

謡
、
す
へ
す
に
謡
事
也
。
小
鼓
ハ
跡
よ
り
打
候
へ
と
も
、
大
鼓
ハ
少
打
様
有
。
大

つ
ヽ
み
■
付
、
ヤ
ア
ト
云
声
入
、
頭
の
③
返
し
「
ろ
う
せ
い
ハ
」
と
謡
す
る
事
也
。

夕
顔
ハ「
い
さ
さ
ら
ハ
夜
も
す
が
ら
」。
爰
に
て
謡
事
也
。
④
古
実
な
り
。
む
か
し
坂

戸
ノ
四
郎
権
守
謡
ハ
れ
し
事
と
い
へ
り
。
⑤
今
世
上
に
て
金
剛
返
し
と
云
ハ
、
打
切

の
間
に
有
事
と
云
。
当
流
に
ハ
此
う
た
ひ
や
う
の
事
を
金
剛
返
し
と
云
也
。
人
し
ら

ぬ
事
也
。
⑥
常
ハ
跡
よ
り
打
也
。

 

（
■
は
虫
損
部
分
）『「
秘
」
印
小
鼓
伝
書
』
宝
永
〜
正
徳
頃

資
料
７邯

鄲
（
中
略
）
盧
生
は
夢
さ
め
て
。
金
剛
返

金
剛
返
ノ
事  

 

⑦
打
切
ノ
跡
ニ
ウ
タ
フ
也
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⑧
古
来
よ
り
極
リ
タ
ル
ハ
邯
鄲
、
夕
顔
「
イ
サ
更
ハ
ヨ
モ
ス
カ
ラ
」、
鵜
飼
「
法
花
ハ

利
益
深
キ
故
」、爰
ニ
テ
モ
惣
テ
⑨
打
切
跡
ニ
謡
フ
事
ア
リ
。
近
年
ノ
事
也
。
他
ニ
不

知
習
ナ
リ
。
⑩
謡
、
ス
エ
ル
様
ニ
謡
カ
ケ
テ
、
ス
ヘ
ズ
直
ニ
ウ
タ
フ
。

調
べ
ノ
拍
子
ニ
テ
聞
合
ス
ヘ
シ
。
習
也
。

 

『
覚
書
』
全
二
冊
（
個
人
蔵
）
元
禄
・
宝
永
頃

資
料
８

　

邯
鄲
夕
顔   

金
剛
返
シ

　
　

邯
鄲　

ろ
う
せ
い
ハ
夢
さ大め付て○

●〳ヤ

〵

　
　

夕
顔　

い
さ
さ
ら
は
よ
も
す大
か付
ら

○
●〳ヤ

〵

　
右
弐
番
共
ニ
、
大
鼓
打
用
同
前
也
。
大
小
共
ニ
習
也
。
⑪
小
鼓
弐
番
共
ニ
返
シ
ヨ
リ

打
。
小
謡
曲
舞
ニ
テ
モ
跡
ニ
声
ニ
テ
謡
出
ス
所
打
切
ヌ
物
也

 

『
習
事
控
』
宝
暦
〜
安
永
頃（25）

資
料
９金

剛
返
シ
ノ
事

夕
顔
。
い
さ
さ
ら
ハ
終
夜
。 

邯
鄲
。
廬
生
ハ
夢
覚
て
。

是
弐
番
⑫
始
ヲ
不
打
、
返
シ
ヨ
リ
打
。
始
ヲ
ウ
タ
ヌ
習
也
。 

又
枯
た
る
木
に
た
に
もイ
ヤ

□
ハ
ヲ
ン
ヤ 

木
に
た●

に
も

○

。 

融 

夕
を
重
、
朝
毎
。
同
事
。
是
二
番
ヲ
モ
金
剛
返
シ
ト
モ
云
ト
有
。

 

『
風
鼓
秘
曲
集
』
天
の
巻
。
江
戸
後
期（26）

資
料
10金

剛
返

一　

夕
顔
の
待
謡
、
邯
鄲
の
「
ろ
せ
い
ハ
夢
覚
て
」
と
云
所
。

　

此
二
番
流
儀
に
て
金
剛
返
と
云
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

『
催
花
柳
』
江
戸
後
期（27）

　資
料
９
は
一
続
き
の
記
事
な
の
で
、
後
半
の
〈
三
井
寺
〉〈
融
〉
の
記
事
も
合
わ
せ
て

示
し
た
。
資
料
７
『
覚
書
』
と
資
料
10
『
催
花
柳
』
に
は
、別
項
目
と
し
て
〈
融
〉
の
道

行
の
「
金
剛
返
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉

に
つ
い
て
現
在
確
認
し
て
い
る
記
事
の
す
べ
て
で
あ
り
、別
系
統
の
伝
書
で
こ
の
二
曲
の

「
金
剛
返
」
を
記
す
も
の
は
未
見
で
あ
る
。

資
料
文
中
の
「
間
ノ
謡
」
と
は
待
謡
の
こ
と
で
、「
い
ざ
さ
ら
ば
夜
も
す
が
ら
」
は
〈
夕

顔
〉
の
待
謡
の
初
句
で
あ
る
。
典
型
的
な
上
歌
形
式
の
謡
で
あ
り
、こ
の
初
句
の
あ
と
に

返
シ
が
謡
わ
れ
る
。〈
邯
鄲
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
曲
に
言
及
し
て
い
な
い
資
料
５
を
除

い
て
す
べ
て
が
「
盧
生
は
夢
覚
め
て
」
を
挙
げ
て
お
り
、こ
の
句
も
シ
テ
が
謡
っ
た
あ
と

地
謡
に
よ
っ
て
返
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
傍
線
①
で
は
っ
き
り
と
「
夕
顔
の
間
ノ
謡
の
返

シ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」
と
は
〝〈
夕
顔
〉
の
待

謡
と
〈
邯
鄲
〉「
盧
生
は
夢
覚
め
て
」
の
返
シ
に
つ
い
て
の
習
〞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
金
剛
返
」
は
〈
三
井
寺
〉
や
〈
融
〉
の
そ
れ
と
全
く
異
な
る
も
の
で
、現
在
そ

の
片
鱗
す
ら
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
伝
承
が
、ほ
と
ん
ど
新
九
郎
流
系
伝
書
に
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
記
事
に
は
具
体
的
な
粒
付
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
伝

書
間
で
内
容
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、江
戸
初
期
に
は
既
に
消
滅
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。〈
三
井
寺
〉
や
〈
融
〉
の
「
金
剛
返
」
を
伝
え
る
伝
書
記
事
が
様
々

な
粒
付
や
実
際
的
な
口
伝
を
記
し
て
い
る
の
と
対
照
的
な
の
で
あ
る
。資
料
５
〜
10
の
記

事
は
そ
の
当
時
の
実
際
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
伝
承
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
で
は
、
資
料
５
、６
で

④
古
実
な
り
。
む
か
し
坂
戸
ノ
四
郎
権
守
謡
ハ
れ
し
事
と
い
へ
り

⑧
古
来
よ
り
極
リ
タ
ル
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
番
号
は
傍
線
番
号
。
以
下
同
様
）、こ
れ
が
〈
融
〉
や
〈
三
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高橋葉子　「金剛返」考

井
寺
〉
の
「
金
剛
返
」
に
先
立
つ
、
最
初
の
「
金
剛
返
」
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
小
さ
な
変
奏
に
は
、
も
と
よ
り
決
定
的
な
記
録
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
が
、
筆
者

は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。
根
拠
の
一
つ
は

⑤
今
世
上
に
て
金
剛
返
し
と
云
ハ
、
打
切
の
間
に
有
事
と
云

と
い
う
記
述
が
、〈
三
井
寺
〉
や
〈
融
〉（
道
行
）
の
「
金
剛
返
」
の
特
徴
及
び
そ
の
認

識
の
さ
れ
方
と
一
致
し
て
お
り
、
記
事
と
し
て
信
用
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
仮
に

〈
三
井
寺
〉
や
〈
融
〉
の
「
金
剛
返
」
が
先
に
あ
っ
て
、〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
そ
れ
が
後

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
後
者
の
記
事
の
少
な
さ
は
不
自
然
で
あ
る
し
、

〈
三
井
寺
〉〈
融
〉
の
「
金
剛
返
」
に
、そ
の
由
来
や
〝
正
当
性
〞
を
主
張
す
る
記
事
が
見

当
た
ら
な
い
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
新
九
郎
流
系
鼓
の
伝
書
で
、〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
そ

れ
が
、鼓
の
習
事
で
は
な
く
脇
之
為
手
が
始
め
た
古
来
の
も
の
だ
と
説
く
必
然
性
も
薄
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
そ
れ
が
最
初
の
「
金
剛
返
」
と
考
え

て
差
支
え
な
い
と
考
え
る
。

　二
．
特
徴

現
行
の
「
金
剛
返
」
の
演
奏
上
の
特
徴
は
、返
シ
が
下
の
句
だ
け
に
な
る
こ
と
と
、《
打

切
》
部
分
の
囃
子
が
変
わ
る
こ
と
、
の
二
点
だ
っ
た
が
、〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
で
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
返
シ
と
《
打
切
》
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
出
し
て
み
よ
う
。

③
返
し
「
ろ
う
せ
い
ハ
」
と
謡
す
る

⑦
打
切
ノ
跡
ニ
ウ
タ
フ
也

⑨
打
切
跡
ニ
謡
フ
事
ア
リ

⑪
小
鼓
弐
番
共
ニ
返
シ
ヨ
リ
打

⑫
始
ヲ
不
打
、
返
シ
ヨ
リ
打
。
始
ヲ
ウ
タ
ヌ
習
也

ま
ず
、
③
で
わ
か
る
よ
う
に
、
返
シ
は
上
の
句
か
ら
謡
う
。
現
行
の
「
金
剛
返
」
の
最

大
の
特
徴
と
も
言
え
る
上
の
句
の
省
略
は
、
資
料
５
〜
10
の
ど
こ
か
ら
も
う
か
が
え
な

い
。
ま
っ
た
く
別
の
習
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

《
打
切
》
に
関
し
て
は
、
傍
線
の
⑦
⑨
に
従
え
ば
通
常
の
《
打
切
》
を
打
つ
こ
と
に
な

り
、
⑪
⑫
に
従
え
ば
、
少
な
く
と
も
小
鼓
に
関
し
て
は
返
シ
が
謡
わ
れ
て
か
ら
初
め
て
打

つ
こ
と
に
な
り
、
伝
書
間
で
矛
盾
し
て
い
て
解
釈
し
が
た
い
。
矛
盾
の
理
由
に
は
、
こ
の

「
金
剛
返
」が
既
に
消
滅
し
て
い
た
た
め
に
伝
承
が
乱
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
が
、

同
時
に
こ
の
矛
盾
は
そ
の
ま
ま
、「
金
剛
返
」
の
核
心
を
示
唆
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
《
打
切
》
を
打
つ
の
か
打
た
な
い
の
か
、ど
こ
か
ら
打
ち
出
す
の

か
、
謡
い
手
は
ど
の
よ
う
に
謡
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
巡
っ
て
、
何
か
し
ら
の
変
則
が
行

わ
れ
る
の
が
こ
の
「
金
剛
返
」
で
あ
り
、
こ
の
流
動
性
を
孕
ん
で
い
る
の
が
「
金
剛
返
」

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
は
後
に
再
び
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。

資
料
５
〜
10
で
最
も
重
要
な
の
は
、「
金
剛
返
」
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い

る
、
次
の
部
分
だ
ろ
う
。

②
す
へ
る
よ
う
に
謡
、
す
へ
す
に
謡
事
也
。

⑤
（
略
）
此
う
た
ひ
や
う
の
事
を
金
剛
返
し
と
云
也

⑩
謡
、
ス
エ
ル
様
ニ
謡
カ
ケ
テ
、
ス
ヘ
ズ
直
ニ
ウ
タ
フ

据
え
る
よ
う
に
謡
い
、
据
え
ず
に
す
ぐ
に
謡
う
と
は
、
馴
染
み
の
な
い
表
現
だ
が
、
ど

の
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。

　三
．
据
え
て
据
え
ぬ
謡

「
据
え
る
」
と
は
、
現
在
で
は
中
下
音
域
の
謡
の
句
末
で
音
を
低
く
抑
え
る
意
味
で
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（
そ
の
際
に
速
度
も
抑
え
る
こ
と
が
あ
る
が
）
古
く
は
「
据
え

る
」と
い
え
ば
音
を
伸
ば
す
こ
と
を
指
す
場
合
が
多
い
。
打
切
の
前
の
謡
い
方
が
そ
の
典

型
で
、句
末
の
二
文
字
で
音
を
し
っ
か
り
伸
ば
し
て
謡
う
こ
と
を
「
据
え
て
謡
う
」
な
ど

と
言
う
。
実
際
に
は
例
え
ば
「
こ
の
浦
舟
に
ー
帆
を
あ
げ
ー
て
ー
」
と
い
う
よ
う
に
、ま

ず
上
の
句
の
区
切
で
音
を
伸
ば
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
徐
々
に
速
度
を
落
と
し
て
い

く
。
現
在
の
謡
本
で
は
《
打
切
》
の
前
の
句
に
は
音
を
伸
ば
す
記
号
（

）
や
速
度
を

落
と
す
注
意
書
き
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、江
戸
期
に
は
そ
の
よ
う
な
記
号
は
付
い
て
い

な
い
。《
打
切
》
の
前
で
あ
れ
ば
、
指
示
が
な
く
と
も
「
据
え
て
謡
う
」
の
が
常
識
だ
か

ら
で
あ
る
。
逆
に
、
据
え
て
謡
わ
な
け
れ
ば
打
切
ら
な
い
こ
と
も
常
識
だ
っ
た
の
で
あ
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る
。
実
演
に
お
い
て
実
際
に
打
切
を
打
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、現
在
と
異
な
り
融
通

性
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
伝
書
記
事
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

打
切
ら
せ
る
謡
い
方
・
打
切
ら
せ
ぬ
謡
い
方

　資
料
11（〈

高
砂
〉
の
項
）「
四
海
な
み
し
づ
か
に
て
」、
う
た
ひ
か
へ
さ
ば
、
一
つ
う
ち
返
す

べ
し
。「
万
民
こ
れ
を
賞
翫
す
」、
う
た
ひ
す
へ
返
バ
、
一
つ
う
ち
返
し
候
。
う
た
ひ

す
へ
ず
候
へ
バ
、
か
し
ら
う
た
ず
候
。

 
『
大
鼓
打
様
習
方
心
持
事
』（
大
倉
九
郎
能
氏
伝
書
）
（28）

　こ
の
伝
書
で
は
前
半
で
脇
能
の
《
打
切
》
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、「
一
う
つ
（
一

つ
打
つ
…
筆
者
注
）
か
し
ら
」
を
「
草
の
頭
」
と
し
て
い
る
か
ら
、「
一
つ
う
ち
返
す
」

や
「
か
し
ら
う
た
ず
」
と
い
う
の
は
常
の
《
打
切
》
を
打
つ
、あ
る
い
は
打
た
ず
と
言
う

意
味
と
思
わ
れ
る
。
謡
を
据
え
れ
ば
《
打
切
》
を
打
ち
、据
え
な
け
れ
ば
打
た
な
い
の
が

囃
子
方
の
心
得
な
の
で
あ
る
。

逆
に
謡
い
手
側
の
心
得
と
し
て
は
、

　
資
料
12謡

据
え
て
も
、
も
し
鼓
初
心
に
て
打
切
ら
ぬ
事
有
。
其
時
は
謡
ひ
返
さ
ず
、
直
に
次

へ
取
り
付
き
、
謡
ふ
も
の
な
り
。
こ
れ
、
習
也
。

 

『
八
帖
花
伝
書
』
第
三
巻（29）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
同
内
容
の
記
事
は
江
戸
期
を
通
じ
て
多
く
見
受
け
ら
れ

る
。
謡
を
据
え
れ
ば
打
切
る
こ
と
が
演
者
の
間
で
の
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
「
据
え
る
よ
う
に
謡
い
か
け
て
、
据
え
ず
に
直
ぐ
に
謡
う
」
と
い
う
の
は
、

《
打
切
》
を
打
つ
よ
う
に
合
図
を
出
し
て
お
い
て
、
相
手
が
「
イ
ヤ
△
」
と
打
っ
て
も
構

わ
ず
次
を
謡
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
ち
ょ
う
ど
〈
融
〉
の
「
西
岫
に
」
の
「
金
剛

返
」
と
同
様
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
「
囃
子
方
困
ら
す
こ
と
」
だ
ろ
う
（
資

料
４
参
照
）。

翻
っ
て
〈
三
井
寺
〉
の
「
金
剛
返
」
で
引
用
し
た
『
隣
忠
秘
抄
』
の
記
事
を
抜
粋
し
て

も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

木
に
た
に
もト
ン
ヤ
ヤ4　

木
に丁

ンた
に
も

   　
　
　
　
　
　
（
略
）

①
木
に
た
に
も　

ト
引
。

　
　

に

 

 

0

モ
も0

モ
心
ヲ
引
ハ
リ
、
持
合
ウ
タ
フ
。
但
シ
其
ウ
チ
ニ
に0

ハ
カ
ル
メ
ニ
。

②
常
ノ
ハ　

木
に
た
に
も
、　

是
ニ
テ
ハ
常
ノ
打
切
ナ
ラ
テ
ハ
不
打
。 

　
　
　
　

 

②
の
よ
う
に
「
に
ー
も
ー
」
と
両
方
伸
ば
す
と
常
の
打
切
し
か
打
て
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
先
述
の
通

り
、
こ
の
よ
う
に
謡
う
の
が
打
切
の
合
図
だ
か
ら
だ
。《
打
切
》
を
打
た
な
い
よ
う
に
す

る
に
は
、
①
の
よ
う
に
、
伸
ば
さ
ず
に
心
で
引
っ
張
り
合
う
よ
う
に
謡
い
、
特
に
後
ろ
か

ら
二
文
字
め
は
軽
く
謡
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、囃
子
の
手
が
《
打
切
》
で
は
な

い
時
は
据
え
て
謡
っ
て
は
い
け
な
い
、
そ
れ
で
は
常
の
《
打
切
》
し
か
打
て
な
い
か
ら
、

と
謡
い
手
に
注
意
を
し
て
い
る
。こ
こ
で
は
謡
い
手
が
囃
子
の
手
を
心
得
て
謡
う
べ
き
小

書
と
し
て
す
っ
か
り
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

資
料
６
傍
線
⑤
「
今
世
上
に
て
金
剛
返
し
と
云
ハ
、打
切
の
間
に
有
事
と
云
」
と
あ
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
宝
永
頃
に
は
、
謡
い
手
か
ら
の
変

則
と
い
う
意
味
は
忘
れ
ら
れ
、「
金
剛
返
」
は
、
難
し
い
囃
子
の
替
手
に
謡
が
合
わ
せ
る

も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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高橋葉子　「金剛返」考

四
．
始
を
打
た
ぬ
習

〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」
で
は
《
打
切
》
を
打
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
記
述
が

矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
見
た
。
こ
の
二
カ
所
に
は
現
在
興
味
深
い
共
通
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
拍
子
に
合
う
謡
に
も
か
か
わ
ら
ず
囃
子
が
入
ら
な
い
、
例
外
的
な
箇
所
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
現
在
拍
子
に
合
う
謡
に
は
囃
子
が
入
る
の
が
大
原
則
で
、例
外
と
な
っ
て

い
る
の
は
待
謡
の
冒
頭
と
、そ
れ
以
外
に
は
唯
一
こ
の
「
盧
生
は
夢
さ
め
て
」
の
箇
所
な

の
で
あ
る
。《
打
切
》
に
つ
い
て
の
記
述
が
矛
盾
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
例
外
の
成
立
に

ま
つ
わ
る
混
乱
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
金
剛
返
」
は
こ
の
例
外
の

成
立
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
、
待
謡
で
は
、
待
謡
の
前
に
ワ
キ
の
謡
や
詞
が
あ
る
場
合
に
は
初
め
か
ら
囃
子
が

入
る
の
で
あ
る
が
、
通
常
は
ワ
キ
が
脇
座
に
座
し
た
ま
ま
謡
い
出
す
こ
と
が
多
く
、
そ
の

場
合
は
ワ
キ
が
謡
い
出
し
て
か
ら
囃
子
方
が
鼓
を
取
り
上
げ
、打
ち
出
す
の
は
返
シ
句
の

三
句
ほ
ど
あ
と
か
ら
に
な
る
。こ
の
よ
う
な
始
を
打
た
ぬ

0

0

0

0

0

形
式
は
い
つ
頃
か
ら
定
着
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
先
の
『
大
鼓
打
様
習
方
心
持
事
』
（29）

に

資
料
13一

、 《
夕
か
ほ
〈
の
〉
上
》
の
打
や
う
。（
略
）「
い
ざ
さ
ら
バ
夜
も
す
が
ら
」
に
て

か
し
ら
一
つ
、「
い
ざ
さ
ら
バ
よ
も
す
が
ら
」、（
略
）

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
の
「
か
し
ら
一
つ
」
が
、資
料
11
〈
高
砂
〉
の
例
で
説

明
し
た
よ
う
に
常
の
《
打
切
》
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、現
在
と
違
っ
て
待
謡
の
始
め

か
ら
打
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、「
か
し
ら
一
つ
」
が
も
し
「
イ
ヤ
△
」
と
い
う
《
頭
》

の
こ
と
で
あ
れ
ば
、資
料
４
「
西
岫
に
」
と
同
様
の
「
金
剛
返
」
で
あ
る
。
具
体
的
な
手

は
未
だ
解
明
で
き
な
い
。
が
、こ
の
伝
書
で
は
六
〇
曲
近
い
曲
目
に
つ
い
て
囃
子
の
注
意

点
が
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
待
謡
の
打
ち
方
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
例
外

的
に
長
大
な
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
一
曲
全
体
を
解
説
し
て
い
る
〈
高
砂
〉
と
、極
め
て
重

い
習
事
で
あ
る
〈
朝
長
〉
懺
法
の
場
合
と
、
こ
の
〈
夕
顔
〉
の
み
で
あ
る
。〈
夕
顔
〉
の

待
謡
に
は
、
何
か
特
別
の
習
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
金
剛
返
」
と
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
伝
書
に
は
も
う
一
つ
〈
邯
鄲
〉
に
つ
い
て
も
次
の
様
な
記
事
が
あ
る
。

　資
料
14（

前
略
）「
ろ
う
せ
い
ハ
夢
さ
め
て
」
と
一
つ
い
ひ
て
、
跡
よ
り
打
返
し
、
又
、「
ろ

う
せ
い
ハ
夢
さ
め
て
」
と
い
へ
バ
、
よ
く
候
な
り
。

現
在
こ
の
箇
所
は
、
宿
の
主
に
起
こ
さ
れ
た
邯
鄲
が
、
半
ば
は
未
だ
覚
め
や
ら
ぬ
心
地

で
呆
然
と
し
、
徐
々
に
人
生
の
無
常
を
感
じ
取
っ
て
ゆ
く
劇
的
な
場
面
で
、
シ
テ
の
最
初

の
一
句
で
は
囃
子
は
打
た
ず
に
謡
を
じ
っ
く
り
と
聞
か
せ
、地
謡
の
返
シ
の
謡
か
ら
打
ち

出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
初
め
を
打
た
ぬ
習

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
資
料
14
で
は
、

初
句
を
謡
っ
た
あ
と
打
返
し
、
そ
の
あ
と
返
シ
を
謡
う
の
が
よ
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
初
句
と
返
シ
の
間
に
囃
子
の
手
が
入
る
こ
と
に
な
る
。

実
は
こ
の
箇
所
も
本
来
打
切
が
入
っ
て
い
た
か
、
も
し
く
は
入
る
こ
と
も
あ
る
箇
所

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
現
在
で
も
金
剛
流
以
外
の
現
行
四
流
の
謡
本
で「
盧
生

は
夢
覚
め
て
」
の
語
尾
に

と
、
据
え
る
印
が
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
引
」
の
字

の
変
形
で
あ
る

は
、
延
ば
す
長
さ
を
規
定
さ
れ
な
い
、
拍
子
か
ら
外
れ
る
フ
シ
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
拍
子
に
合
っ
た
部
分
で
こ
の
印
が
付
く
の
は
、
基
本
的
に
一
曲
の
最
後

や
、《
打
切
》
の
前
、
拍
子
型
の
変
る
所
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
（
拍
子
合
部
分
で
）

こ
の
印
が
付
く
の
は
例
外
的
で
あ
り
、
ク
セ
の
ア
ゲ
ハ
な
ど
役
謡
の
前
や
、
大
返
シ
な
ど

の
囃
子
の
手
が
入
る
所
な
ど
特
定
の
所
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
こ
で
は
詳
説
で

き
な
い
が
ク
セ
の
ア
ゲ
ハ
前
は
現
在
で
も
《
打
切
》
が
打
た
れ
る
こ
と
の
あ
る
箇
所
な
の

で
あ
る
。
従
っ
て
〈
邯
鄲
〉
の
こ
の
箇
所
で
も
《
打
切
》
が
打
た
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ

る
の
だ
。《
打
切
》
を
打
っ
た
方
が
よ
い
の
か
、
返
シ
か
ら
打
つ
の
が
良
い
の
か
と
い
う

選
択
の
余
地
が
そ
も
そ
も
こ
の
箇
所
に
は
あ
り
、そ
の
流
動
性
と
「
金
剛
返
」
が
何
ら
か

の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
が
劇
に
と
っ
て
大
事
な
箇
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
シ
テ
の
「
盧
生
は
夢
覚
め
て
」

の
効
果
的
な
引
き
取
り
方
を
、
脇
之
為
手
は
状
況
に
応
じ
て
工
夫
し
た
と
想
像
で
き
る
。

そ
の
際
、例
え
ば
《
打
切
》
を
打
ち
始
め
た
囃
子
方
を
無
視
し
て
謡
い
出
す
な
ど
の
変
則

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
試
み
が
、
現
行
の
始
を
打
た
ぬ

0

0

0

0

0

形
式
の
ル
ー
ツ
で

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

五
．
二
つ
の
「
金
剛
返
」
の
関
係　

〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」
と
、〈
融
〉〈
三
井
寺
〉
の
そ
れ
は
全
く
異
な
っ
て
い

て
、
現
行
の
「
金
剛
返
」
の
演
奏
と
〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
伝
書
記
事
の
間
に
は
接
点
は

見
い
だ
せ
な
い
。
接
点
と
な
る
の
は
両
者
の
本
来
の
形
、つ
ま
り
い
ず
れ
も
「
謡
い
方
の

変
則
」か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
も
と
に
二
つ
の

「
金
剛
返
」
の
変
遷
を
考
え
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉
の
「
金
剛
返
」
は
、《
打
切
》
の
合
図
で
あ
る
「
据
え
る
」
謡
い
方

を
し
な
が
ら
、《
打
切
》
を
待
た
ず
に
謡
い
出
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
待
謡
の

冒
頭
や
、〈
邯
鄲
〉
の
「
盧
生
は
夢
覚
め
て
」
の
、
例
外
的
に
囃
子
が
打
た
な
い
形
式
を

生
ん
だ
可
能
性
が
あ
り
、「
金
剛
返
」
と
し
て
は
解
消
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
名
称

は
、
謡
い
手
が
行
う
変
則
と
い
う
意
味
で
通
行
し
た
の
で
、〈
三
井
寺
〉
な
ど
の
別
の
演

出
も
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〈
融
〉〈
三
井
寺
〉
の
そ
れ
は
、
や
は
り
《
打
切
》
の
途
中
か
ら
謡
い
出
す
手
法
で
始

ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
曲
で
は
、
上
の
句
を
省
略
す
る
面
白
さ
が
あ
り
、
替
の
演
出
と
し

て
定
着
し
て
間
の
手
の
工
夫
が
進
ん
だ
。
そ
の
結
果
、謡
い
手
に
と
っ
て
困
難
な
手
が
編

み
出
さ
れ
、「
金
剛
返
」
と
い
う
言
葉
は
謡
い
出
し
の
難
し
い
複
雑
な
手
と
い
う
意
味
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、「
金
剛
返
」
の
意
味
の
拡
大

一
．
太
鼓
金
春
流
の
「
金
剛
返
」

現
在
の
演
奏

太
鼓
一
調
〈
春
日
龍
神
〉
の
「
龍
女
が
立
ち
舞
う
波
瀾
の
袖
」
の
後
の
《
打
込
打
返
》

の
部
分
に
打
た
れ
る
特
殊
な
手
の
こ
と
で
、
金
春
流
の
太
鼓
に
の
み
あ（30）
る（31）
。
こ
こ
で
は
、

常
の
場
合
は
《
ヲ
ロ
シ
》《
打
込
》《
頭
》《
打
返
頭
》《
ヲ
ロ
シ
》
と
い
う
五
ク
サ
リ
の
手

が
打
た
れ
る
。
一
調
の
ご
く
基
本
的
な
手
で
あ
り
、
五
ク
サ
リ
目
の
《
ヲ
ロ
シ
》
の
所

で
、
返
シ
の
「
龍
女
が
立
ち
舞
う
」
の
謡
が
謡
わ
れ
る（32）
。「
金
剛
返
」
は
、
こ
の
五
ク
サ

リ
の
代
わ
り
に
任
意
に
打
た
れ
る
替
手
で
、
全
体
の
寸
法
こ
そ
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
五

ク
サ
リ
目
の
後
半
以
外
は
す
べ
て
特
殊
な
粒
付
に
な
っ
て
い
る
。打
た
れ
た
粒
が
何
拍
目

で
あ
る
か
が
解
ら
な
い
よ
う
に
故
意
に
変
則
的
に
作
っ
て
あ
り
、特
に
謡
い
出
し
の
タ
イ

ミ
ン
グ
が
大
変
解
り
に
く
い
。そ
の
た
め
謡
い
手
は
あ
ら
か
じ
め
こ
の
手
を
よ
く
知
っ
て

い
な
い
と
返
シ
を
正
し
く
謡
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。リ
ズ
ム
の
破
格
を
楽
し
む
マ
ニ

ア
ッ
ク
な
面
白
さ
が
あ
る
が
、
謡
い
手
に
と
っ
て
は
か
な
り
厄
介
な
手
で
あ
る
。

　変
遷一

五
代
金
春
惣
右
衛
門
国
義
（
明
和
九
年
ま
た
は
安
永
元
年
〜
天
保
一
〇
年
。

一
七
七
二
〜
一
八
三
九
）
の
大
阪
の
高
弟
で
あ
っ
た
橋
本
市
左
衛
門
敦
晃
（
熊
三
郎
）
が

著
し
た
太
鼓
伝
書（33）
（
本
稿
で
は
『
橋
本
家
太
鼓
伝
書
』
と
仮
題
す
る
）
に
は
、国
義
か
ら

伝
授
さ
れ
た
手
と
し
て
、現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
「
金
剛
返
」
の
手
が
載
っ
て
い
る（34）
。
敦
晃
は

こ
こ
で
緩
急
を
付
け
た
打
ち
方
を
示
し
、「
此
打
方
、
謡
い
出
し
に
く
き
様
打
つ
が
、
金

剛
返
の
趣
意
な
り
」
と
書
い
て
い
る
。
刺
激
的
な
文
言
だ
が
、「
金
剛
返
」
の
面
白
さ
を

活
か
す
工
夫
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
同
時
に
「
被
好
打
カ
適
々
稽
古
ニ
打
カ
、度
々

打
ハ
不
宜
」
と
濫
用
を
戒
め
、相
手
（
又
は
貴
人
な
ど
）
に
乞
わ
れ
て
打
つ
の
が
良
い
と
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高橋葉子　「金剛返」考

し
て
い
る
。

ま
た
同
流
の
、
主
に
一
三
代
国
憲
か
ら
一
五
代
国
義
の
手
付
や
出
演
記
録
、
代
々
の
伝

授
事
な
ど
を
記
し
た
『
金
春
家
太
鼓
秘
書
』
（35）

に
も
現
在
と
同
じ
手
が
記
さ
れ
、「
謡
方
達
者

ニ
無
之
相
手
ニ
テ
一
切
首
尾
不
整
。
無
理
ニ
勤
ル
事
ア
ラ
ズ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
金

剛
返
」
は
、
あ
く
ま
で
達
者
な
者
同
士
が
自
在
に
謡
い
、
打
ち
合
う
も
の
で
、
相
手
に
恵

ま
れ
な
い
限
り
無
闇
に
打
つ
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

右
の
二
つ
の
伝
書
に
書
か
れ
た
「
金
剛
返
」
の
手
は
現
在
と
同
じ
だ
が
（
注
34
参
照
）、

少
し
遡
っ
た
時
期
に
、
こ
れ
と
は
違
う
手
を
記
録
し
た
伝
書
も
あ
る
。
京
観
世
岩
井
七

郎
右
衛
門
家
四
代
当
主
直
恒
に
よ
る
、
安
永
年
間
か
ら
明
和
に
か
け
て
の
『
覚
書
』
で

あ
る（36）
。
直
恒
は
、
謡
い
手
の
立
場
か
ら
、
注
意
す
べ
き
手
と
し
て
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
「
金
剛
返
」
の
手
は
、
途
中
は
面
白
く
作
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
返
シ
の
直

前
に
「
テ
レ
ツ
ク
、テ
レ
ツ
ク
」
と
い
う
基
本
的
な
手
が
基
本
的
な
位
置
に
配
置
さ
れ
て

い
る
の
で
、謡
い
出
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
解
り
易
く
素
直
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
謡
い

出
し
の
解
り
に
く
い
「
金
剛
返
」
を
編
み
出
し
た
の
は
、『
覚
書
』
以
降
、
一
五
代
国
義

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、太
鼓
の
「
金
剛
返
」
が
〈
春
日
龍
神
〉
の
「
龍
女
が
立
ち
舞
う
」
の
部
分

の
為
に
作
ら
れ
た
手
で
あ
る
な
ら
ば
、謡
の
文
句
に
従
っ
て
「
龍
女
返
」
と
名
付
け
ら
れ

る
の
が
筋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
４
参
照
）。
実
は
た
っ
た
一
例
で
は
あ
る
が
「
龍
女

返
」
と
い
う
手
が
『
慶
安
五
年
小
鼓
伝
書
』（37）
の
裏
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
書
は
幸

小
左
衛
門
の
弟
子
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
全
十
帖
の
折
本
で
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
五
月

の
奥
書
を
持
つ
が
、
十
帖
す
べ
て
の
裏
に
別
人
に
よ
っ
て
、
笛
森
田
流
、
小
鼓
幸
流
、
大

鼓
石
井
流
、太
鼓
金
春
流
の
手
や
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
裏
の
記
事
は
か
な
り
時
代
が

降
り
、
小
鼓
の
手
を
記
し
た
箇
所
に
は
文
政
二
年
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
後
期

の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
打
込
打
返
ノ
モ
チ
リ
（
捩
り
…
筆
者
注
）
龍
女
カ
ヘ
シ

ト
モ
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
そ
の
手
は
、
や
は
り
変
則
的
で
面
白
く
は
あ
る
が
、
謡
い

出
し
の
直
前
に
は
「
テ
レ
ツ
ク
、テ
レ
ツ
ク
」
と
い
う
基
本
の
手
が
解
り
易
く
配
置
さ
れ

て
い
る
。

「
金
剛
返
」
を
現
行
の
よ
う
に
進
化
0

0

さ
せ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
単
に
複
雑
な
手
と
い
う

以
上
に
、「
相
手
が
謡
い
出
し
に
く
い
も
の
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
た

め
だ
ろ
う
。「
金
剛
返
」
は
、「
謡
い
出
し
に
く
き
様
打
つ
が
金
剛
返
の
趣
意
」（『
橋
本
家

太
鼓
伝
書
』）
と
さ
れ
る
ま
で
に
、
ス
リ
リ
ン
グ
な
か
け
引
き
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　二
．〈
松
風
〉
の
小
書
「
灘
返
」
の
別
称

「
灘
返
」
と
は
、
前
場
ロ
ン
ギ
の
シ
テ
謡
「
灘
の
汐
汲
む
憂
き
身
ぞ
と
人
に
や
誰
も
告

げ
の
櫛
」
の
「
灘
の
汐
汲
む
」
を
、
シ
テ
（
又
は
シ
テ
と
ツ
レ
）、
地
謡
、
シ
テ
、
と
く

り
返
し
て
謡
う
も
の
。
が
、
流
儀
に
よ
り
演
奏
方
法
に
は
異
同
が
多
い
。「
灘
返
」
は
現

行
の
小
書
だ
が
、
こ
れ
を
「
金
剛
返
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
現
在
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
だ
。

金
剛
流
機
関
紙
『
金
剛
』
第
二
巻
第
五
号
（
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
八
月
）
に
掲

載
の
『
青
藍
録
』
に
お
い
て
初
世
金
剛
巖
が
〈
松
風
〉
の
「
一
式
の
習
」
を
解
説
し
て
お

り
、
そ
の
中
で
「
松
風
一
式
の
習
と
い
う
の
は
（
略
）
小
返
、
金
剛
返
、
本
ノ
留
、（
略
）」

と
挙
げ
、「
金
剛
返
は
灘
返
の
こ
と
で
す
」
と
書
い
て
い
る
の
が
文
献
上
で
は
最
も
新
し

い
例
か
と
思
わ
れ
る
。

文
化
年
間
の
『
金
春
安
住
筆
習
事
型
付
』
（38）

で
は
「
灘
返
」
の
方
法
を
何
通
り
か
記
し
て
考

察
し
て
い
る
が
、そ
の
際
「
金
剛
返
と
も
云
」
と
し
て
、〈
融
〉
の
「
夕
べ
を
重
ね
」
の
「
金

剛
返
」
に
言
及
し
て
「
灘
返
」
の
手
配
り
を
考
え
る
こ
と
も
し
て
い
る
。
当
時
か
ら
「
灘

返
」
に
は
様
々
な
や
り
方
が
あ
っ
て
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

幕
末
期
の
大
鼓
役
者
の
出
勤
控
と
思
わ
れ
る
『
能
出
勤
覚
』
（39）

に
は
、
嘉
永
四
年
、
宝
生

弥
五
郎
（
友
于
）
の
シ
テ
に
よ
る
〈
松
風
〉「
金
剛
返
」
の
控
が
あ
り
、《
刻
返
》
と
書
か

れ
て
い
る
。

現
在
で
も
「
灘
返
」
の
上
演
は
稀
で
あ
り
、
演
奏
方
法
に
は
何
通
り
も
あ
る
よ
う
だ
。

こ
れ
を
「
金
剛
返
」
と
称
す
る
の
は
、
そ
の
変
則
性
と
難
解
さ
の
ゆ
え
と
思
わ
れ
る
が
、

未
だ
調
査
中
で
あ
る
。
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三
．
謡
い
手
が
間
拍
子
を
取
る
方
法

ク
セ
中
の
打
切
な
ど
謡
の
区
切
で
謡
い
手
が
次
の
謡
出
し
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
す

る
方
策
と
し
て
、
囃
子
が
《
打
切
》
な
ど
の
手
を
打
っ
て
い
る
間
に
、
口
中
で
謡
を
唱
え

た
り
扇
拍
子
で
拍
子
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
を
「
金
剛
返
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
も
早
い
記
事
は
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
版
行
さ
れ
た
地
拍
子
謡
の
手
引
書
『
囃

謡
鼓
覚
集
』（
全
五
巻
）
に
見
ら
れ
る（40）
。
こ
の
書
の
巻
之
四
に
「
今
合
返
し
の
事
」
と
い

う
項
が
あ
り
、熊
野
の
ク
セ
中
の
打
切
の
箇
所
を
例
に
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
打
切
頭
）　
　
　
　
　
　

一
、
げ
に6

た
め
し6

あ
る
よ○

そ
ほ
ひ

●
-○　

ほ
と6

け
も
も6

と
ハ
す○

て
し
世●

の○

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
口
中
に
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
う
た
ひ
出
し
）
ほ
と
け
も
も
と
ハ
す
て
し
世
の

　続
い
て
〈
杜
若
〉
と
〈
井
筒
〉
の
ク
セ
の
例
を
同
じ
形
で
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
杜

若
〉
で
は
「
思
ひ
ぞ
い
づ
る
み
や
こ
び
と
」
の
あ
と
口
中
に
て
「
し
か
る
に
こ
の
物
語
」

と
唱
え
て
か
ら
「
し
か
る
に
こ
の
物
語
」
と
謡
い
出
す
。〈
井
筒
〉
で
は
「
面
を
な
ら
べ

袖
を
か
け
」
の
あ
と
口
中
に
て
「
心
の
水
も
底
ひ
な
く
」
と
唱
え
「
心
の
水
も
底
ひ
な

く
」
と
謡
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
説
明
は
以
下
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

　

右
こ
ん
か
う
返
し
の
事
、
本
拍
子
に
て
出
る
分
は
皆
此
如
く
に
て
、
口
中
に
て
一

返
つ
ゝ
御
う
た
ひ
候
て
御
出
し
候
へ
ハ
、
少
も
ち
か
ふ
事
な
し
。
少
に
て
も
油
断
御

座
候
へ
ハ
、
鼓
よ
り
め
つ
ら
し
き
手
を
打
懸
候
時
、
謡
出
す
坪
し
れ
不
申
候
。
縦
鼓

御
打
候
儀
に
て
も
、
此
こ
ん
か
う
返
し
よ
く
御
入
候
。

（
略
）
此
今
合
返
し
の
事
ハ
一
子
相
伝
の
類
に
て
、か
た
く
密
す
る
事
に
て
候
間
、此

書
御
一
覧
の
儀
は
能
々
心
中
に
て
御
覚
候
て
、
む
さ
と
他
へ
御
相
伝
有
間
敷
者
也
。

謡
い
出
し
が
わ
か
ら
ず
詰
ま
っ
て
し
ま
う
の
は
か
な
り
の
恥
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。一

子
相
伝
の
秘
事
扱
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
恥
辱
を
免
れ
た
い
と
い
う
切
実
さ
が
表
れ
て

い
る
。
こ
の
時
同
時
に
扇
拍
子
を
打
つ
方
法
も
記
さ
れ
て
い
る
。

同
様
の
記
事
は
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
刊
の
『
舞
楽
大
全
』
や
享
保
一
二
年

（
一
七
二
七
）
刊
の
『
音
曲
玉
淵
集
』
な
ど
を
代
表
的
な
例
と
し
て
、
そ
の
他
多
く
の
謡

伝
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
舞
楽
大
全
』
で
は
、「
大
返
シ
」
と
い
う
、
囃
子
が
二
ク
サ
リ

特
殊
な
手
を
打
つ
習
事
に
対
し
て
、
口
中
で
謡
を
二
回
、
つ
ま
り
二
ク
サ
リ
分
繰
り
返
す

こ
と
を
も
「
金
剛
返
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
、初
心
者
ば
か
り
で
な
く
玄
人
の

間
で
も
通
用
し
て
い
た
と
み
え
、浅
井
織
之
丞
の
『
目
録
』
の
「
大
返
シ
」
に
も
全
く
同

じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
こ
の
方
法
を
「
金
剛
返
」
と
言
う
、と
は
書
か
れ
て

い
な
い
）。
今
、
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
こ
れ
を
「
口
中
返
シ
」
と
言
っ
て
お
こ
う
。　

こ
の
「
口
中
返
シ
」
を
使
え
ば
、相
手
が
ど
ん
な
手
を
打
っ
て
き
て
も
う
ま
く
謡
い
出

せ
る
と
言
う
が
、
そ
れ
は
机
上
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
打
ち
手
が
緩
急
を
つ
け
て
打
て
ば
、

口
中
の
唱
え
が
ず
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
現
に
太
鼓
の
「
金
剛
返
」
で
は
緩
急
を
つ
け
て

謡
い
出
し
に
く
い
よ
う
に
打
つ
の
が
「
金
剛
返
」
の
趣
意
、
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。謡
い
手
は
少
な
く
と
も
謡
い
出
し
の
ポ
イ
ン
ト
だ
け
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。

さ
て
、
右
の
記
事
の
傍
線
部
で
は
、「
鼓
が
珍
し
い
手
を
打
っ
て
く
る
と
謡
い
出
し
の

坪
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
「
珍
し
い
手
」
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
「
金
剛
返
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、こ
の
「
口
中
返
シ
」
が
何
故
「
金
剛

返
」
と
言
わ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、そ
れ
は
囃
子
が
「
金
剛
返
」（
の
よ
う
な
難
し
い
手
）

を
打
っ
て
い
る
間
に
唱
え
る
も
の
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。「
金
剛
返
」
に
対
抗
し

う
る
秘
策
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
が
、や
が
て
自
身
の
名
前
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
時

代
は
下
る
が
、
そ
れ
を
思
わ
せ
る
端
的
な
例
が
『
金
春
家
太
鼓
秘
書
』
（35）

に
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
前
述
の
一
調
〈
春
日
龍
神
〉
の
「
金
剛
返
」
に
対
す
る
対
処
法
と
し
て
、「
金
剛
返

謡
方
秘
事
」
と
い
う
も
の
を
特
別
に
記
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
太
鼓
の
「
ト
ッ
タ
ン
」
や

「
ヤ
、
ハ
」
と
い
う
掛
け
声
を
心
中
で
唱
え
る
、
或
い
は
笛
の
唱
歌
を
太
鼓
の
手
に
合
わ
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高橋葉子　「金剛返」考

せ
て
心
中
で
唱
え
る
と
い
う
、「
口
中
返
シ
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
方
法
な
の
で
あ
る
。
ま

た
こ
れ
に
加
え
て
「
膝
に
つ
け
た
指
で
膝
を
押
し
て
ク
サ
リ
数
を
取
る
」
方
法
も
併
記
し

て
い
る
。
扇
で
あ
か
ら
さ
ま
に
拍
子
を
取
ら
ず
「
指
で
膝
を
押
し
て
」
と
い
う
あ
た
り
も

切
実
で
、
い
か
に
も
「
秘
事
」
め
い
て
い
る
。

囃
子
の
「
金
剛
返
」
も
秘
事
で
あ
る
が
、こ
れ
に
対
抗
す
る
口
中
の
「
金
剛
返
」
も
ま

た
秘
事
な
の
で
あ
る
。

　ま
と
め　

「
金
剛
返
」
の
発
生
と
展
開
を
図
示
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

脇
之
為
手
の
即
興
的
な
謡
い
方
と
し
て
始
ま
っ
た
「
金
剛
返
」
は
、そ
の
変
則
（
ま
た

は
反
則
）
性
の
ゆ
え
に
囃
子
の
工
夫
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
（
意
味
が
変
化
し
た
）。
小

書
と
し
て
は
、
囃
子
方
と
謡
い
手
双
方
の
工
夫
に
よ
っ
て
一
定
の
演
奏
・
演
出
に
整
え
ら

れ
て
い
っ
た
（
本
来
の
即
興
性
や
反
則
性
は
薄
れ
た
）。
一
方
「
金
剛
返
」
と
い
う
言
葉

は
、即
興
や
反
則
を
含
ん
だ
駆
け
引
き
の
面
白
さ
や
困
難
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
独
立

し
、
謡
い
手
や
囃
子
方
の
秘
事
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
意
味
が
広
が
っ
た
）。

解
明
で
き
な
い
事
項
や
、
推
論
に
と
ど
ま
る
項
目
も
多
く
、
あ
ら
た
め
て
資
料
に
当
た

る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
特
に
現
行
の
待
謡
の
演
奏
形
式
と
〈
邯
鄲
〉
の
当
該
箇
所
の
問

題
は
引
き
続
き
調
査
し
、概
説
に
と
ど
め
た
三
つ
の
「
金
剛
返
」
に
つ
い
て
は
検
討
を
進

め
稿
を
改
め
た
い
と
思
う
。
付
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
据
え
て
据
え
ぬ
謡
」
手
法
が
、

別
名
で
も
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
二
字
詰
」
（41）

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
場
合

は
返
シ
を
謡
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、三
番
目
物
の
待
謡
な
ど
に
謡
う
も
の
だ
と
さ
れ
、〈
夕

顔
〉
の
待
謡
も
そ
の
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。《
打
切
》
も
返
シ
も
入
れ
ず
、
静
か
に
謡

い
出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
金
剛
返
」
が
、
場
面
に
応
じ
た
謡
い
方
の

工
夫
と
し
て
始
ま
っ
た
一
面
を
物
語
っ
て
興
味
深
い
。　

江
戸
期
に
は
、
謡
と
囃
子
が
掛
け
合
う
箇
所
に
つ
い
て
、
煩
瑣
な
ま
で
に
細
か
な
伝
承

が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
謡
い
手
か
ら
は
、現
代
の
緻
密
な
舞
台
か
ら
想
像

で
き
な
い
ほ
ど
多
く
の
即
興
、変
則
が
行
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
囃
子
方
は
そ
れ
に
応
じ

て
次
々
に
新
し
い
手
を
考
案
し
た
に
違
い
な
い
。そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
舞
台
を
創
っ
て

い
っ
た
か
、
そ
の
実
態
を
探
る
と
共
に
、
彼
ら
の
創
造
力
を
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
。

注1　

習
事
と
い
う
言
葉
に
は
、
流
儀
ご
と
に
等
級
や
免
状
取
得
な
ど
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
伝
授
事
等
の

狭
義
の
意
味
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
で
定
型
通
り
の
演
奏
や
演
出
で
は
な
い
、
特
別
の
演

奏
や
演
出
と
い
う
広
義
の
意
味
で
こ
の
言
葉
を
使
う
。

2　

能
で
は
面
装
束
や
作
り
物
の
種
類
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
型
を
す
る
か
等
に
つ
い
て
決
ま
り
事
が
あ

り
、
そ
の
中
で
基
本
と
定
め
る
も
の
を
「
常
」
ま
た
は
「
キ
マ
リ
」
な
ど
と
い
い
、
そ
れ
以
外
の
も

の
を
「
替
」
と
い
う
（
た
だ
し
こ
れ
ら
は
複
数
の
場
合
も
多
い
）。「
替
」
の
演
出
の
中
で
も
特
に
名

前
の
付
け
ら
れ
た
も
の
を
小
書
（
こ
が
き
）
と
称
す
る
。
こ
れ
ら
は
流
儀
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
あ
る
流
儀
で
「
常
」
で
あ
る
型
が
別
の
流
儀
で
は
「
替
」
や
小
書
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
ま

た
「
替
」
の
演
出
で
は
な
く
、
特
に
高
度
で
重
要
な
習
事
に
名
称
を
つ
け
て
小
書
と
定
め
た
も
の
も

あ
る
。
い
ず
れ
も
番
組
等
で
曲
目
の
左
に
小
さ
く
添
書
き
さ
れ
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
が
、
番
組
に

書
き
出
さ
れ
な
く
と
も
実
際
に
は
小
書
演
出
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
特
に
習
事
の
場
合
に
は
そ

の
傾
向
が
強
い
。

3　

演
出
と
同
様
に
囃
子
に
つ
い
て
も
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
手
を
打
つ
か
と
い
う
こ
と
は
流
儀
ご
と
に
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定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
基
本
と
定
め
ら
れ
た
手
を
「
常
」「
常
の
手
」
と
言
い
、
そ
の
他
は

「
替
」「
替
の
手
」「
替
手
」
等
と
言
わ
れ
る
。
従
っ
て
替
の
手
も
自
由
で
は
な
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、

あ
る
流
儀
で
常
の
手
で
あ
る
も
の
が
他
の
流
儀
で
は
替
の
手
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

複
数
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

4　

こ
の
よ
う
に
囃
子
の
手
や
小
書
の
名
が
そ
の
箇
所
の
謡
の
詞
で
命
名
さ
れ
る
例
は
多
い
。例
え
ば〈
海

士
〉
の
「
こ
の
筆
の
跡
を
ご
覧
じ
て
」
の
謡
い
出
し
の
習
事
で
あ
る
「
此
筆
之
出
」、
同
様
に
〈
檜

垣
〉
の
「
老
少
と
い
っ
ぱ
」
の
「
老
少
之
出
」、〈
熊
野
〉
の
「
春
前
に
雨
あ
っ
て
」
で
囃
子
と
謡
が

間
合
を
は
か
る
「
春
前
頭
」
な
ど
。

5　

後
述
の
太
鼓
金
春
流
の
「
金
剛
返
」
を
、
太
鼓
一
調
〈
船
弁
慶
〉
の
「
東
方
降
三
世
」
か
ら
「
北
方

金
剛
」
に
合
わ
せ
て
打
つ
例
が
『
金
春
家
太
鼓
秘
書
』（
注
35
参
照
）
に
あ
る
が
、こ
れ
は
あ
く
ま
で

「
金
剛
夜
叉
明
王
」
の
歌
詞
に
対
す
る
語
呂
合
わ
せ
の
趣
向
で
「
金
剛
返
」
の
手
を
使
っ
た
だ
け
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
返
シ
の
場
所
で
は
な
い
。

6　

能
楽
史
料
第
四
編
『
隣
忠
秘
抄
』
と
し
て
昭
和
八
年
わ
ん
や
書
店
よ
り
翻
刻
出
版
。
引
用
は
底
本
の

写
真
の
コ
ピ
ー
に
よ
る
。

7　

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
六
ー
26

8　

明
和
四
年
奥
書
。
鴻
山
文
庫
蔵
。
引
用
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
の
写
真
の
コ
ピ
ー
に
よ
る
。

9　

浅
井
有
直
（
喜
次
郎
）
は
大
阪
の
観
世
流
の
旧
家
浅
井
織
之
丞
家
の
五
代
目
。
弘
化
元
年
生
。『
謡
曲

秘
書
』
は
正
徳
〜
享
保
年
間
頃
の
福
王
系
謡
伝
書
に
後
年
の
記
事
を
加
え
、
有
直
が
書
写
さ
せ
た
も

の
と
さ
れ
る
。
奥
書
は
明
治
二
二
年
。
鴻
山
文
庫
蔵
。
三
七
―
73

10　
《
打
切
》
の
手
の
中
に
正
確
に
謡
を
謡
い
こ
む
の
は
、タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
あ

る
。「
ハ
ホ
ン
ヤ
ア
ー
」
の
「
ヤ
ア
ー
」
を
聞
き
す
ぎ
ず
、鼓
の
最
初
の
「
ハ
」
の
コ
ミ
と
謡
の
二
文

字
目
が
合
う
よ
う
に
息
を
計
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
喜
多
流
の
高
林
白
牛
口
二
師
は
大
倉
流
の
鼓

伝
書
の
記
事
を
も
と
に
、
大
倉
長
十
郎
氏
と
〈
三
井
寺
〉
の
「
金
剛
返
」
を
こ
の
方
法
で
実
際
に
上

演
さ
れ
た
と
、
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、『
目
録
』
の
「
金
剛
返
」
は
、
そ
の
記
載
内
容
か
ら

し
て
、
こ
こ
ま
で
高
度
な
技
術
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
鼓
が
謡
い
手
に
合
わ

せ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

11　
『
石
井
流
大
鼓
秘
傳
書
』
全
七
冊
の
内
『
別
傳
習
之
巻
一
』。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
。
六
ー
31
。

同
様
の
記
事
が
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
『
石
井
流
大
鼓
伝
授
事
』
全
四
冊
（
貞
享
三
年
石
井
仁

兵
衛
景
範
の
年
記
を
持
つ
記
事
を
含
む
。
書
写
は
近
代
。
一
〜
三
冊
は
江
戸
後
期
の
内
容
）（
イ
11
‐

00526

）
の
内
の
第
二
冊
に
も
あ
る
。
同
書
で
は
〈
融
〉
の
「
金
剛
返
」
に
続
い
て
「
柏
崎
道
行
。
ぬ

ら
す
ら
ん
。
是
モ
金
剛
返
シ
ニ
ス
ル
事
ア
リ
。
打
様
同
事
」
と
記
し
て
い
る
。

12　

表
章
編
『
観
世
文
庫
蔵
室
町
時
代
謡
本
集
』（
平
成
九
年
財
団
法
人
観
世
文
庫
発
行
）
に
よ
る
。

13　

全
三
冊
。
各
冊
に
宝
生
勇
勝
の
名
を
記
す
。
勇
勝
は
十
四
世
宝
生
太
夫
英
勝
の
弟
で
天
明
五
年
没
。

明
治
一
〇
年
の
転
写
本
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
。
イ
11
‐00364

14　

こ
こ
で
は
ロ
ン
ギ
の
中
の
シ
テ
謡
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
る
が
、
ロ
ン
ギ
の
冒
頭
（
定
型
で
は
シ

テ
謡
以
外
）
に
お
い
て
も
《
打
切
》
と
返
シ
が
入
る
の
が
本
来
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
現
在
脇
能

で
は
こ
れ
が
定
型
で
あ
り
、世
阿
弥
自
筆
本
で
は
〈
江
口
〉〈
雲
林
院
〉〈
阿
古
屋
松
〉〈
柏
崎
〉
で
も

冒
頭
で
返
シ
が
謡
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
現
在
は
謡
わ
れ
な
い
）。《
打
切
》
は
、
冒
頭
に
も

シ
テ
謡
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
室
町
期
以
前
に
《
打
切
》
の
指
示
が
謡
本
に
書
き
込
ま
れ
る
こ

と
は
殆
ど
無
い
の
で
、
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
打
た
れ
な
か
っ
た
と
は
言
え
ず
、
例
え
ば
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）
刊
行
の
下
掛
謡
本
『
七
太
夫
仕
舞
付
』
の
〈
江
口
〉
の
シ
テ
謡
「
佇
む
影
は
」
に
は

《
打
切
》
の
指
示
が
あ
る
。
謡
の
返
シ
に
つ
い
て
は
高
桑
い
づ
み
氏
の
論
考
「
返
シ
を
謡
う
と
い
う
こ

と
」（『
銕
仙
』
６
２
５
号
（
平
成
二
五
年
五
月
）
研
究
十
二
月
往
来
）
が
あ
る
。
ま
た
ロ
ン
ギ
の
《
打

切
》
と
返
シ
に
つ
い
て
は
平
成
二
四
年
一
二
月
六
麓
会
に
お
い
て
筆
者
が
口
頭
発
表
し
た
。

15　
『
金
剛
』
44
号
〜
56
号
所
載
。
昭
和
３
３
年
９
月
〜
３
７
年
９
月
。

16　

新
九
郎
別
家
の
豊
俊
の
書
写
と
す
る
奥
書
が
あ
る
。
観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵
。
法
政
大
学
能
楽
研
究

所
の
写
真
に
よ
る
閲
覧
。
目
録
番
号
三
ー
35

17　

山
中
玲
子
「
小
書
の
成
立
と
歴
史
」（『
能
を
面
白
く
見
せ
る
工
夫
』（
平
成
二
一
年
檜
書
店
刊
）
所

収
）
を
参
照
し
た
。

18　

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
イ11

-00450

19　

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
六-18

20　

能
楽
資
料
第
三
編
『
豊
高
日
記
』
と
し
て
翻
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
年
わ
ん
や
書
店
。
引
用

は
同
書
に
よ
る
。

21　

観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵　

目
録
番
号
八
ー
１

22　

平
成
二
〇
年
檜
書
店
発
行
。

23　

脇
之
為
手
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
藤
田
隆
則
『
能
の
多
人
数
合
唱
』（
平
成
一
二
年
ひ
つ
じ
書
房
発

行
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

24　

横
道
萬
里
雄
「
小
書
の
諸
相
」（『
能
を
面
白
く
見
せ
る
工
夫
』（
平
成
二
一
年
檜
書
店
刊
）
所
収
）
の

「
囃
子
の
曲
節
に
関
す
る
名
称
の
小
書
」
の
中
で
、氏
は
観
世
流
の
《
三
井
寺
》
と
《
邯
鄲
》
の
今
向

返
を
取
り
上
げ
、《
邯
鄲
》
に
つ
い
て
「《
邯
鄲
》
も
「
慮
生
は
夢
覚
め
て
、〈
間
ノ
手
〉
夢
覚
め
て
」

と
な
り
ま
す
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。
現
在
《
邯
鄲
》
で
こ
の
よ
う
な
演
奏
が
さ
れ
る
こ
と
は
五
流

共
に
な
い
と
思
わ
れ
、観
世
流
の
現
行
の
「
金
剛
返
」
は
道
行
部
分
で
あ
る
の
で
、筆
者
は
平
成
二
四

年
三
月
に
手
紙
で
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
月
横
道
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
お
手
紙
に
は
、

「
コ
ン
ゴ
オ
ガ
エ
シ
は
、
名
ば
か
り
有
名
で
、
内
容
の
は
っ
き
り
し
な
い
替
エ
手
で
す
。」
と
だ
け
の

短
い
お
答
え
が
あ
り
、
体
調
不
良
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く

六
月
に
先
生
は
他
界
さ
れ
て
し
ま
わ
れ
た
。
先
生
が
《
邯
鄲
》
の
金
剛
返
を
、
道
行
で
は
な
く
「
盧

生
は
夢
覚
め
て
」
の
箇
所
と
さ
れ
、
か
つ
そ
の
謡
い
方
を
《
三
井
寺
》
等
現
行
の
「
金
剛
返
」
と
同

様
で
あ
る
と
さ
れ
た
根
拠
は
、
今
と
な
っ
て
は
知
る
す
べ
が
な
い
が
、「
盧
生
は
夢
覚
め
て
」
を
挙
げ

ら
れ
た
の
は
、或
い
は
『
催
花
柳
』
の
記
事
に
依
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
名
ば
か
り
有
名
で
内

容
の
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
い
う
お
言
葉
は
先
生
ら
し
く
簡
潔
で
的
を
射
て
い
る
。

25　

観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵
。
目
録
番
号
八
ー
３

26　

観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵
。
目
録
番
号
八
ー
５

27　

奥
書
寛
保
元
年
。
書
写
寛
政
二
年
。
鴻
山
文
庫
蔵
。
引
用
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
の
写
真
に
よ
る
。

28　

大
倉
九
郎
能
氏
は
嘉
吉
（
一
四
四
一
〜
一
四
四
三
）
頃
か
ら
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
頃
ま
で
在
世

し
た
大
蔵
流
の
大
鼓
打
ち
で
、数
多
く
の
伝
書
を
残
し
て
い
る
。
河
村
隆
司
蔵
。『
神
戸
女
子
大
学
古

典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
２
号
（
二
〇
〇
九
年
）
に
味
方
健
の
翻
刻
解
題
が
あ
る
。
引
用
は
同

93
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書
に
よ
る
。

29　

全
八
巻
。
慶
長
期
頃
の
刊
行
と
思
わ
れ
る
、
総
合
的
な
能
楽
伝
書
。
林
屋
辰
三
郎
校
注
『
古
代
中
世

芸
術
論
』（
日
本
思
想
史
体
系
。
一
九
七
三
、
岩
波
書
店
）
に
翻
刻
所
収
。
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

30　

特
別
な
名
前
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
太
鼓
観
世
流
の
一
調
で
も
、
や
は
り
こ
の
部
分
で
常
の
手

組
に
は
な
い
特
殊
な
手
を
打
つ
。
た
だ
し
謡
い
出
し
直
前
の
手
は
金
春
流
太
鼓
の
手
ほ
ど
複
雑
で
は

な
い
。

31　

喜
多
七
大
夫
古
能
『
舞
曲
寿
福
抄
』
後
藤
得
三
本
（
喜
多
真
王
翻
刻
。
国
立
能
楽
堂
調
査
研
究
第
７

号
。
二
〇
一
三
年
）
の
「
太
鼓
の
一
丁
返
之
事
」
よ
り
始
ま
る
項
に
「
惣
右
衛
門
方
打
返
し
ニ
、
コ

ン
ゴ
ウ
返
し
と
言
て
、
六
ヶ
敷
手
を
打
事
有
。
習
て
可
置
。
間
ハ
如
常
な
れ
共
、
習
は
ず
し
て
ハ
違

ふ
な
り
。
兼
て
可
習
置
。
コ
ン
ゴ
ウ
返
し
の
名
不
審
な
り
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

32　

能
や
舞
囃
子
の
よ
う
に
大
小
太
鼓
が
揃
っ
て
い
る
場
合
に
は
、《
ヲ
ロ
シ
》《
打
込
》《
頭
》《
打
返
》

《
ヲ
ロ
シ
》
と
い
う
手
が
打
た
れ
る
。
長
さ
は
同
じ
く
五
ク
サ
リ
。
一
調
で
は
、本
来
大
小
鼓
が
担
当

し
て
い
る
間
を
補
う
た
め
の
特
別
の
掛
け
声
や
粒
を
入
れ
る
の
で
、
手
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。

33　

敦
晃
は
嘉
永
六
年
に
四
三
才
（
文
化
八
年
生
）。
伝
書
で
は
舞
事
・
独
鼓
・
一
調
の
手
を
は
じ
め
歴
代

の
宗
家
の
言
い
伝
え
な
ど
を
記
す
。
独
鼓
・
一
調
で
は
替
手
を
多
く
載
せ
る
。
最
終
の
記
事
は
嘉
永

六
年
正
月
。
個
人
蔵
。
引
用
は
コ
ピ
ー
製
版
本
に
よ
っ
た
。

34　

橋
本
家
の
伝
書
の
粒
付
で
は
、
五
ク
サ
リ
の
う
ち
、
現
在
左
撥
で
小
さ
く
打
つ
粒
一
つ
を
、
右
撥
で

打
つ
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
こ
の
一
カ
所
以
外
は
現
行
と
同
じ
で
あ
る
。

35　

全
七
巻
。
個
人
蔵
。
引
用
は
明
治
一
五
年
の
井
上
忠
吉
転
写
本
の
コ
ピ
ー
製
版
本
に
よ
っ
た
。
こ
れ

と
同
内
容
で
第
六
巻
の
一
冊
を
欠
き
全
六
巻
と
す
る
転
写
本
が
八
代
市
立
図
書
館
に
あ
る
。

36　

岩
井
直
恒
（
享
保
一
三
年
〜
享
和
二
年
）
は
『
そ
な
へ
は
た
』『
あ
や
は
と
り
』
な
ど
の
謡
に
関
す
る

著
書
で
有
名
。
他
に
も
当
時
の
能
の
実
態
を
伝
え
る
『
覚
書
』『
聞
書
』
の
類
を
多
数
残
す
。
引
用
の

『
覚
書
』
は
直
恒
の
父
三
代
信
尹
の
覚
書
を
引
き
継
い
だ
書
で
、直
恒
に
よ
る
記
載
は
明
和
年
間
か
ら

安
永
五
年
ま
で
。
大
西
家
蔵
。
引
用
は
原
本
写
真
の
コ
ピ
ー
に
よ
る
。

37　

歌
原
貞
昭
氏
蔵
と
い
う
以
外
に
は
こ
の
伝
書
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
伝
書
中
の
喜
多
寿
硯
に
関
す

る
記
事
を
表
章
氏
が
著
書
『
喜
多
流
の
成
立
と
展
開
』（
一
九
九
四
年
。
平
凡
社
刊
）
の
中
で
紹
介
し

て
い
る
（
四
九
一
頁
）。
引
用
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
の
コ
ピ
ー
に
よ
る
。

38　

般
若
窟
文
庫
蔵
。
で
１
２
８
。
金
春
安
住
（
文
政
一
三
年
没
）
は
博
学
と
筆
ま
め
で
知
ら
れ
『
安
住

行
状
大
概
』『
歌
舞
後
考
録
』
等
多
く
の
著
書
が
あ
る
。
引
用
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
の
写
真
の

コ
ピ
ー
に
よ
る
。

39　

宝
生
座
付
の
威
徳
三
郎
四
郎
が
著
者
か
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
。
イ

11
-00590

40　
『
囃
謡
鼓
覚
集
』
な
ど
の
謡
伝
書
で
伝
え
ら
れ
る
扇
拍
子
な
ど
、謡
い
手
が
拍
子
を
取
る
方
法
に
つ
い

て
は
、高
桑
い
づ
み
『
能
の
囃
子
と
演
出
』（
二
〇
〇
三
年
。
音
楽
之
友
社
刊
）
所
収
の
「
扇
拍
子
の

変
遷
」
で
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
金
剛
返
」
に
関
し
て
、氏
は
『
囃
謡
鼓
覚
集
』『
舞
楽
大
全
』

『
音
曲
玉
淵
集
』
の
当
該
箇
所
を
引
か
れ
、次
の
よ
う
に
注
記
を
添
え
て
い
る
。「「
今
合
返
し
」
は
大

小
の
打
切
の
名
称
で
あ
る
。（
略
）
な
ぜ
こ
れ
を
「
今
合
返
し
」
と
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
生
半
可
の

知
識
で
鼓
の
手
組
名
を
聞
き
か
じ
っ
た
も
の
の
、
実
態
は
知
ら
な
い
と
い
う
素
人
の
実
態
が
露
見
し

た
例
か
も
し
れ
な
い
。（
略
）こ
の
名
称
を
め
ぐ
っ
て
な
ん
ら
か
の
誤
解
が
通
行
し
て
い
た
ら
し
い
。」

氏
の
こ
の
解
釈
は
現
在
の
最
も
代
表
的
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、《
打
切
》
の
替
手
と
し
て
の
「
金
剛
返
」
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
中
期
ま
で
は
「
金
剛
返
」
の
一

種
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、〝
口
中
返
シ
〞
も
ま
た
、
誤
解
で
は
な
く
「
金
剛
返
」
の
一
つ
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

41　
「
二
字
詰
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
七
拍
を
伸
ば
さ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
八
拍
か
ら
次

の
一
拍
の
間
に
息
継
ぎ
の
間
を
取
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
の
方
が
本
来
の
意
味
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
藤
田
隆
則
『
能
の
ノ
リ
と
地
拍
子
』（
二
〇
一
〇
、
檜
書
店
刊
）
で
は
、「
二
字
詰
」
は
地
拍

子
の
変
遷
を
示
す
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

資
料
一
覧

・〈
夕
顔
〉〈
邯
鄲
〉、〈
融
〉〈
三
井
寺
〉
の
「
金
剛
返
」
の
粒
付
又
は
掛
け
声
の
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る

・
奥
書
以
外
の
年
代
は
主
な
内
容
の
年
代
。
各
所
蔵
機
関
解
題
等
に
依
っ
た
。

1　

幸
流
小
鼓
之
習

口
伝
之
事
（
貞
享
二
年
写
か
）
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
。

2　

新
九
郎
流
鼓
伝
書
『
覚
書
』（
元
禄
宝
永
頃
） 

個
人
蔵

3　

秘
印
小
鼓
伝
書
（
宝
永
〜
正
徳
頃
）
観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵

4　

謡
曲
秘
書
（
明
治
二
二
年
書
写
奥
書
）（
正
徳
〜
享
保
年
間
）　　

5　

葛
野
流
大
鼓
伝
書
拍
子
口
之
巻
（
寛
延
三
年
以
後
）

6　

習
事
扣
（
宝
暦
〜
安
永
頃 

観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵

7　

隣
忠
秘
抄
（
宝
暦
十
年
奥
書
）
個
人
蔵

8　

元
章
習
事
伝
授
書
留
（
明
和
四
年
奥
書
）
鴻
山
文
庫
蔵

9　

幸
流
秘
事
習
事
（
明
和
四
年
奥
書
）
宮
城
県
図
書
館
蔵

10　

東
岳
院
様
能
楽
余
香
（
宝
暦
明
和
年
間
）
米
沢
金
剛
会
翻
刻
出
版

11　

石
井
流
大
鼓
秘
伝
書
（
文
化
一
三
年
奥
書
）
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵

12　

石
井
流
大
鼓
伝
授
事
（
江
戸
後
期
か
）
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
。

13　

習
事
書
（
享
和
三
年
奥
書
）（
文
政
年
間
）
観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵

14　

風
鼓
秘
曲
集
（
江
戸
後
期
） 

観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵

15　

高
安
流
型
附
（
江
戸
後
期
）
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵

16　

幸
流
小
鼓
伝
授
事
三
巻
（
江
戸
後
期
〜
末
期
）
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵  

参
考
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Kongō-gaeshi

TAKAHASHI YŌKO

“Kongō-gaeshi” is one form of production of a nō play, well-known since the Edo period. However, Edo period writings 

on utai (singing) and hayashi (instrumental accompaniment) tell of a different form of kongō-gaeshi from what is known 

today. In current practice, kongō-gaeshi has two meanings. One is a style of production used in certain plays, such as Tōru. 

The other is a special drum pattern used in the Konparu school. In the Edo period, however, this term seems to have been 

used more broadly to refer not only to a style of production and a drum pattern, but also to improvisation by the singer at the 

end of a sung section, together with the use of secret difficult patterns by the drummer. This suggests that a delicate 

interaction between singer and drummer led to innovations in performance and production. 

Giving examples of kongō-gaeshi from the Edo period, this paper explores the meaning and practice of the term, in 

order to illuminate an aspect of change in nō.
Kongō-gaeshi can be written using a number of variant Chinese characters; I have chosen to use the same characters 

used in Kongō-ryū. 

 

Keywords and definitions:   kogaki; variations in Noh performance or a special important style and music performance with the 

name and content specified according to respective school. kaede; a term for variation of the basic 

rhythm pattern in percussion instruments.  kaeshi; repetition of the song lyrics.  uchikiri; the 

name of rhythm pattern to form a phrase. Iccho; performing a part of the music by one 

percussionist and one or more singers with a special rhythm pattern for solo percussion.   




