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第一部　羽衣を題材に

は
じ
め
に　

謡
本
の
記
譜
法
の
歴
史
の
基
本
的
傾
向

謡
本
は
胡
麻
と
い
う
一
種
の
音
符
に
よ
っ
て
歌
詞
の
音
節
を
表
す
楽
譜
で
あ

る
。胡
麻
に
よ
る
楽
譜
は
語
句
を
正
確
に
語
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
語
り
物
音
楽

に
特
有
で
あ
る
。
謡
で
は
胡
麻
で
音
節
を
示
し
、さ
ら
に
そ
れ
を
ど
の
音
の
高
さ

や
ど
う
い
っ
た
謡
い
方
で
謡
う
か
の
音
楽
的
な
詳
細
に
つ
い
て
は
、胡
麻
の
形
状

や
向
き
、そ
し
て
胡
麻
に
添
え
る
補
助
記
号
な
ど
で
示
す
。
と
く
に
胡
麻
に
付
記

す
る
補
助
記
号
は
室
町
末
期
に
は
最
小
限
で
あ
っ
た
も
の
が
、江
戸
時
代
を
通
じ

て
徐
々
に
増
え
て
い
く
。観
世
流
の
記
譜
法
の
歴
史
的
変
遷
と
は
補
助
記
号
の
種

類
と
数
量
が
増
大
す
る
過
程
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
観
世
流
の
お
も
な
謡
本
と
《
羽
衣
》
の
図
版
を
取
り
あ
げ
、
ど
う

い
っ
た
過
程
を
経
て
詳
細
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、記
譜
法
の
変

遷
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。な
お
画
像
は
す
べ
て
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
お
よ
び

鴻
山
文
庫
所
蔵
で
あ
る
。

一
、  

室
町
末
期　

永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）「
観
世
橘
右
衛
門
光
教
筆

謡
本　

羽
衣
」

室
町
末
期
の
観
世
流
の
記
譜
法
で
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
。節
の
つ

い
て
い
る
箇
所
に
は
す
べ
て
胡
麻
が
あ
る
こ
と
、そ
し
て
下
掛
か
り
の
節
付
け
が

ク
リ
音
で
謡
う
箇
所
を
「
し
ほ
る
」
と
記
す
の
に
対
し
、上
掛
り
の
観
世
流
で
は

「
ク
ル
」
と
記
す
こ
と
、
さ
ら
に
胡
麻
の
一
種
で
あ
る
廻
し
が
平
仮
名
の
「
へ
」

の
字
に
似
た
形
状
を
し
て
い
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
、小
段
の

冒
頭
に
は
「
上
」
な
ど
の
音
名
が
記
さ
れ
て
小
段
の
開
始
音
が
わ
か
る
（「
観
世

橘
右
衛
門
光
教
筆
謡
本　

羽
衣
」
で
も
、「
上
」
と
の
表
記
か
ら
「
あ
つ
ま
あ
そ

ひ
の
か
す
〳
〵
に
」の
句
が
上
音
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
る
。）。
ま
た
胡

麻
が
平
胡
麻
で
あ
る
場
合
に
は
音
高
を
変
え
ず
、右
下
が
り
の
下
げ
胡
麻
の
場
合

や
胡
麻
に
「
下
」
と
添
え
ら
れ
て
い
る
場
合
（
図
版
で
は
一
箇
所
の
み
「
ほ
ど
こ

し
た
ま
う
」
に
中
下
音
域
に
下
が
る
指
示
記
号
が
あ
る
）
に
は
音
を
下
げ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
小
段
の
な
か
で
の
構
造
上
の
要
所
で
の
音
名
の
表
記
と
、胡

麻
の
向
き
で
音
の
上
げ
下
げ
を
示
す
記
譜
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
補
助
記
号
の
数
量
も
種
類
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、胡
麻
が
中
心
的

な
役
割
を
果
た
す
記
譜
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、た
と
え
ば
現
在
と
は
異
な
る

胡
麻
の
使
い
方
も
み
て
と
れ
る
。
図
版
で
は
、句
末
で
音
を
伸
ば
す
（
た
と
え
ば

「
満
月
し
ん
に
よ
の
か
け
と
な
り
」
の
「
り
」）
と
こ
ろ
で
横
に
長
い
平
胡
麻
が
散

見
す
る
。
音
価
を
胡
麻
の
長
さ
に
よ
っ
て
反
映
す
る
記
し
方
は
観
世
長
俊
、観
世

元
頼
な
ど
観
世
座
の
ワ
キ
の
系
統
の
譜
で
も
共
通
し
て
多
く
見
ら
れ
る
。節
を
付

け
た
人
物
は
謡
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、そ
れ
を
そ
の
ま
ま
感
覚
的
に
胡
麻
に
よ
っ

て
写
し
取
り
、
記
譜
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■

一
―
三
、
羽
衣
か
ら
み
た
江
戸
時
代
ま
で
の
謡
の
記
譜
法
の
変
遷
■

丹
羽　

幸
江
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一－三、羽衣からみた江戸時代までの謡の記譜法の変遷（丹羽）

二
、  

江
戸
初
期　

元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）『
元
和
卯
月
本
』
及
び

寛
永
十
八
〜
正
保
三
年
（
一
六
四
一

－

四
六
）『
石
田
少
左
衛
門

盛
直
節
付
謡
本
』

元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
観
世
暮
閑
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た
『
元
和
卯
月
本
』

は
、現
在
の
観
世
流
大
成
版
謡
本
の
記
譜
法
の
基
礎
と
な
っ
た
謡
本
で
あ
る
（
図

版
な
し
）。
室
町
末
期
ま
で
の
観
世
流
謡
本
の
記
譜
法
を
大
き
く
改
革
し
た
。
そ

の
柱
と
な
っ
た
の
は
、胡
麻
の
横
に
付
す
補
助
記
号
で
あ
る
。
上
中
音
域
へ
と
上

げ
る
指
示
「
ハ
ル
」
と
中
下
音
域
へ
と
下
げ
る
指
示
「
下
」
の
記
号
を
一
貫
し
て

明
記
し
た
こ
と
で
あ
る
（
高
橋
葉
子
「
室
町
後
期
観
世
流
謡
本
に
お
け
る
記
譜
法

の
二
系
統
」 『
能　

研
究
と
評
論
』
月
曜
会
編
、一
九
八
三
年
、一
四
〜
二
四
頁
）。

謡
で
は
ど
の
音
域
な
の
か
を
把
握
し
な
が
ら
謡
う
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
が
、こ
の

改
革
に
よ
り
、い
ず
れ
の
音
域
の
旋
律
か
と
い
う
音
楽
構
造
が
明
瞭
に
把
握
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
は
い
え
『
元
和
卯
月
本
』
で
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ハ
ル
」「
下
」

の
二
つ
の
指
示
記
号
は
、
音
楽
の
骨
格
を
示
す
た
め
の
最
小
限
の
も
の
で
あ
り
、

細
や
か
な
音
の
上
げ
下
げ
を
示
す
の
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
は
や
く
も『
元
和
卯

月
本
』
か
ら
一
世
代
下
る
『
石
田
少
左
衛
門
盛
直
謡
本
』（
寛
永
十
八
〜
正
保
三

年
）
で
は
、
記
譜
法
自
体
は
『
元
和
卯
月
本
』
を
厳
密
に
踏
襲
し
て
い
る
が
、
胡

麻
に
イ
ロ
（「
イ
」
と
い
う
略
号
）
と
ア
タ
リ
（「
ア
」）
と
い
う
装
飾
音
を
注
記

す
る
よ
う
に
な
る
（《
羽
衣
》
キ
リ
に
は
該
当
例
は
な
い
）。
こ
の
の
ち
の
謡
本
で

は
胡
麻
に
補
助
記
号
が
大
幅
に
増
え
る
が
、そ
の
よ
う
な
記
譜
の
方
向
性
の
初
期

の
例
で
あ
る
。

図版『観世橘右衛門光教筆謡本』《羽衣》キリ
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三
、  

江
戸
中
期 

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
小
河
多
左
衛
門
他
刊
『
当
流

拾
遺
大
成
謳
』

『
当
流
拾
遺
謡
』
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
以
降
に
小
河
多
左
衛
門
な
ど

複
数
の
書
肆
か
ら
出
版
さ
れ
た
謡
本
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
時
期
に
箏
曲
、

義
太
夫
な
ど
様
々
な
稽
古
事
で
相
次
い
で
出
版
さ
れ
、流
行
を
み
た
独
習
の
た
め

の
教
本
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
通
常
は
師
匠
に
入
門
し
、手
書
き
で
加
え
て

も
ら
っ
た
直
し
と
呼
ば
れ
る
補
助
記
号
が
す
で
に
印
刷
さ
れ
た
状
態
（
直
し
入

り
）で
版
行
さ
れ
た
。
複
数
の
書
肆
か
ら
繰
り
返
し
同
版
や
異
版
で
直
し
入
り
の

謡
本
が
何
種
類
も
出
版
さ
れ
て
お
り
、
独
習
用
謡
本
の
盛
況
が
う
か
が
え
る
。

直
し
は
胡
麻
の
横
に
書
き
添
え
ら
れ
、
音
の
上
げ
・
下
げ
や
装
飾
音
な
ど
の
謡

い
方
を
注
記
す
る
こ
と
で
、胡
麻
を
ど
う
謡
う
の
か
示
す
補
助
的
な
指
示
記
号
で

あ
る
。『
当
流
拾
遺
大
成
謳
』
で
は
ツ
ヨ
吟
・
ヨ
ワ
吟
の
種
別
の
ほ
か
、
音
高
の

動
き
を
示
す
指
示
記
号
と
し
て
落
ち
、
下
げ
、
ク
ラ
イ
下
げ
（
ツ
ヨ
吟
の
二
段
下

げ
の
前
身
）
や
、胡
麻
の
下
に
添
え
る
引
き
（
図
版
で
は
「
七
宝
充
満
の
た
か
ら

を
」
の
よ
う
に
胡
麻
の
下
部
に
ど
れ
だ
け
音
を
引
く
の
か
を
点
で
表
す
二
つ
引

き
、
三
つ
引
き
が
多
用
さ
れ
て
い
る
）
や
、
ヤ
ア
・
ヤ
ヲ
ハ
な
ど
の
拍
子
当
た
り

な
ど
リ
ズ
ム
関
連
の
指
示
が
あ
り
、直
し
は
旋
律
と
リ
ズ
ム
の
両
面
に
わ
た
っ
て

い
る
。

図版『石田少左衛門盛直節付謡本』《羽衣》キリ
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四
、
江
戸
後
期　

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
観
世
元
章
『
明
和
改
正
謡
本
』

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
観
世
流
第
十
五
代
大
夫
元
章
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た

『
明
和
改
正
謡
本
』
は
、
初
め
て
の
観
世
宗
家
に
よ
る
公
式
の
直
し
入
り
謡
本
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
直
し
を
大
幅
に
改
革
し
た
。
そ
の
主
だ
っ
た
も
の
は
、ま
ず

節
の
あ
る
す
べ
て
の
箇
所
に
吟
（
そ
れ
ま
で
の
強
吟
・
和
吟
を
剛
吟
・
柔
吟
・
和

吟
へ
と
名
称
変
更
し
て
い
る
）
を
明
記
す
る
な
ど
、直
し
を
全
体
に
く
ま
な
く
行

き
渡
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、そ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
ツ
ヨ
吟
の
中

下
音
域
で
の
下
行
旋
律
「
ク
ラ
イ
下
げ
」
を
現
在
の
「
落
ち
（
ヲ
）」
と
「
下
げ

（
下
）」
と
細
分
化
し
て
表
記
し
、中
音
か
ら
下
音
に
至
る
二
段
階
の
下
行
に
お
い

て
、
ど
の
胡
麻
で
音
を
下
げ
る
の
か
を
明
示
し
た
。
ま
た
ヨ
ワ
吟
で
も
「
イ
ロ

（
イ
）」
の
表
記
の
有
無
に
よ
っ
て
ス
ク
イ
落
と
し
と
そ
れ
以
外
の
下
行
旋
律
（
中

落
と
し
、
本
落
と
し
）
の
区
別
を
す
る
な
ど
、
複
数
の
記
号
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
、
合
理
的
な
記
譜
の
方
針
を
打
ち
た
て
た
。

『
明
和
改
正
謡
本
』
が
直
し
入
り
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
観
世
流
宗
家
が
直
し

の
規
範
を
提
示
し
、統
一
的
な
記
譜
法
を
流
派
で
共
有
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推

測
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
『
元
和
卯
月
本
』
以
来
、伝
統
と
な
っ
て
い
た
旋
律
の
骨

格
の
み
を
示
す
記
譜
法
を
踏
襲
す
る
山
本
長
兵
衛
本
な
ど
に
市
井
の
謡
の
師
匠

た
ち
が
手
書
き
の
直
し
を
入
れ
る
こ
と
が
謡
伝
授
の
慣
習
と
な
っ
て
い
た
。『
明

和
改
正
謡
本
』
の
刊
行
は
、家
元
制
度
の
末
端
に
属
す
る
謡
の
師
匠
た
ち
の
権
利

の
制
限
に
も
つ
な
が
っ
た
だ
ろ
う
。
元
章
の
死
後
た
だ
ち
に
『
明
和
改
正
謡
本
』

が
廃
止
さ
れ
た
事
情
に
は
詞
章
改
変
に
よ
る
不
便
さ
（
表
章
『
鴻
山
文
庫
本
の
研

究
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
六
五
年
、
三
八
八
頁
）
だ
け
で
な
く
、
稽
古
事
の
慣
習

の
変
化
へ
の
抵
抗
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。と
は
い
え
元
章
の
定
め
た
記
譜
法
は
こ

の
の
ち
謡
の
師
匠
た
ち
に
も
広
く
普
及
し
、現
在
の
大
成
版
謡
本
の
よ
り
詳
細
な

直
し
の
記
譜
法
の
直
接
の
祖
と
な
っ
て
い
る
。

図版『当流拾遺大成謳』の異版のひとつ《羽衣》キリ『船戸半兵衛、古藤七郎兵衛、茨城多左衛門刊　観世流謡本』
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図版　『明和改正謡本』《羽衣》キリ




