
─ 121 ─

うたひ鏡　中巻

第
十
二
条　

と
む
る
曲
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】　

　
　
　

第
十
二　

と
む
る
曲
の
事

謡
と
む
る
曲
と
申
ハ
、
さ
し
た
る
し
さ
い
は
御
座
候
ハ
ね
と
も
、
是
も
秘
音
の
第
一
也
。
た
と
へ
は
、
う
た
ひ
出
所
、
序
に
て
い
た
さ

は
、
と
む
る
所
も
序
に
て
と
ゝ
め
申
事
也
。
破
に
て
出
さ
ハ
破
に
て
と
め
、
急
に
て
出
さ
は
急
に
て
と
む
る
事
、
習
ひ
な
り
。
こ
れ
を

則
く
つ
か
ふ
り
の
曲
と
云
て
、
た
し
な
む
事
＊

に
て
御
入
候
。
い
か
に
も
う
つ
く
し
く
吟
し
出
さ
は
、
や
ハ
ら
か
に
と
む
る
物
也
。
た

と
へ
破
咏
に
て
あ
り
と
も
、
す
こ
し
し
つ
か
に
し
て
、
序
の
心
に
う
た
ひ
留
る
を
よ
き
と
申
事
に
て
候
。

＊
「
也
」
と
書
い
た
上
か
ら
重
ね
書
き
で
「
に
」
と
訂
正
し
、
後
を
「
て
御
入
候
」
と
続
け
て
文
末
を
改
め
て
い
る
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。
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【
現
代
語
訳
】

第
十
二　

う
た
い
納
め
の
運
び
方

謡
を
う
た
い
納
め
る
時
の
運
び
方
と
い
う
の
は
、
特
別
な
技
術
で
は
な
い
が
、
音
曲
の
重
要
な
教
え
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
う
た
い
出
し
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
「
序
」
の
運
び
で
あ
れ
ば
、
う
た
い
納
め
も
「
序
」
に
留
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
う
た
い

出
し
が
乗
り
よ
き
「
破
」
で
あ
れ
ば
同
じ
よ
う
に
「
破
」
で
う
た
い
納
め
、
勢
い
よ
く
「
急
」
で
う
た
い
出
せ
ば
、
そ
の
勢
い
で
う
た

い
留
め
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
師
伝
を
受
け
て
弁
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
え
を
「
く
つ
か
ふ
り
の
曲
」
と
い
い
、

常
に
心
掛
け
る
べ
き
う
た
い
方
で
あ
る
。

優
美
・
優
雅
な
発
声
で
う
た
い
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
柔
ら
か
に
う
た
い
納
め
る
の
が
よ
い
。
も
し
そ
れ
が
乗
り
よ
き
「
破
」
で
始

め
る
謡
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
終
わ
り
の
あ
た
り
で
は
少
し
運
び
を
抑
え
て
、
ゆ
っ
た
り
と
「
序
」
の
心
持
ち
を
表
し
て
う
た
い
留
め

る
の
が
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

【
解
説
】

謡
を
う
た
い
納
め
る
場
面
の
教
え
に
つ
い
て
述
べ
た
一
条
で
あ
る
。
題
目
の
「
曲
」
は
、「
フ
シ
」
あ
る
い
は
「
キ
ョ
ク
」
の
い
ず

れ
に
読
む
べ
き
か
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
謡
の
運
び
の
緩
急
や
謡
の
速
さ
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
本
文
か
ら
明
ら
か

で
、
節
扱
い
や
装
飾
技
巧
の
意
で
は
な
い
。

本
条
で
説
か
れ
る
の
は
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、う
た
い
出
し
と
う
た
い
終
わ
り
の
運
び
方
の
緩
急
を
合
わ
せ
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
特
段
の
技
術
は
要
し
な
い
も
の
の
教
え
を
受
け
て
心
得
る
べ
き
事
柄
と
さ
れ
、
そ
れ
を
「
く
つ
か
ふ
り

の
曲
」
と
呼
ぶ
と
い
う
。「
く
つ
か
ふ
り
（
沓
冠
）」
は
、本
来
は
歌
道
に
お
い
て
各
句
の
最
初
と
最
後
の
一
文
字
ず
つ
を
組
み
合
わ
せ
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る
と
意
味
の
あ
る
文
章
に
な
る
よ
う
に
語
を
織
り
込
む
技
巧
を
指
す
語
で
、
沓
冠
折
句
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
を
能
の
用
語
に

応
用
し
、「
首
尾
の
調
子
を
合
わ
せ
る
」
の
意
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
優
美
な
声
色
で
う
た
い
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
乗
り
よ
く
運
ぶ
謡
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
う
た
い
終
わ
り
を
ゆ
っ

た
り
と
留
め
る
方
が
良
い
と
す
る
。
こ
れ
は
一
つ
目
の
内
容
と
相
応
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
う
た
わ
れ
る
内
容
等
に
応
じ
て
、
臨
機

の
取
り
扱
い
を
も
心
得
て
お
く
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
説
か
れ
る
謡
曲
歌
唱
の
言
説
は
、
類
似
の
文
言
が
六
世
観
世
大
夫
元
広
（
仮
託
と
す
る
説
も
あ
る
）
の
謡
伝
書
で
永
正
元

（
一
五
〇
四
）
年
の
年
記
を
有
す
る
『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
般
若
窟
文
庫
蔵
）
や
、元
広
の
子
で
七
世
観

世
大
夫
元
忠
（
宗
節
）
直
筆
と
認
め
ら
れ
る
『
音
曲
十
五
之
次
第
』（
観
世
文
庫
蔵
）
に
す
で
に
類
似
の
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
室

町
期
に
は
行
わ
れ
て
い
た
教
え
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
本
条
の
内
容
を
現
代
に
伝
承
さ
れ
る
謡
の
実
際
に
照
ら
し
て
み
る
と
、二
つ

目
の
説
は
小
段
の
区
切
り
や
末
尾
を
鎮
め
て
い
く
謡
技
巧
を
類
例
と
し
て
あ
る
程
度
は
理
解
さ
れ
る
。し
か
し
一
つ
目
の
説
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
に
即
し
た
実
例
を
見
出
す
こ
と
が
容
易
で
な
く
、
室
町
期
に
は
そ
う
し
た
う
た
い
方
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

が
、『
う
た
ひ
鏡
』
が
板
行
さ
れ
た
江
戸
期
の
謡
へ
の
実
践
的
な
教
え
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
に
は
、
や
や
疑
問
が
残
る
。

室
町
期
成
立
の
謡
伝
書
で
は
「
く
つ
か
ふ
り
」
は
本
条
と
同
様
の
意
に
説
か
れ
、右
に
示
し
た
二
書
の
ほ
か
「
天
文
二
十
四
年
奥
書

伝
書
」（『
節
章
句
秘
伝
之
抄
』
の
う
ち
。〔
能
楽
資
料
集
成
2
『
細
川
五
部
伝
書
』
に
翻
刻
〕）
に
も
類
説
が
見
え
る
。
し
か
し
江
戸
期

以
降
に
成
立
し
た
諸
伝
書
で
は
、
囃
子
事
と
立
方
の
演
技
の
相
応
（『
わ
ら
ん
べ
草
』）、
ワ
キ
の
待
謡
か
ら
登
場
楽
へ
の
受
け
渡
し
・

登
場
楽
か
ら
シ
テ
の
謡
へ
の
受
け
渡
し
（『
八
帖
本
花
伝
書
』）、
謡
の
文
句
と
シ
テ
の
型
の
相
関
（『
隣
忠
秘
抄
』）、
シ
テ
と
ワ
キ
の
謡

の
受
け
渡
し
（『
八
帖
本
花
伝
書
』）
な
ど
、
様
々
な
意
味
を
持
つ
語
へ
と
展
開
し
て
お
り
、
か
つ
も
と
の
『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』

な
ど
の
説
は
見
ら
れ
な
く
な
る
（
例
外
と
し
て
『
音
曲
玉
淵
集
』
に
本
条
と
同
様
の
説
が
見
え
る
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
を
参
照
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
）。
そ
う
し
た
中
で
、『
う
た
ひ
鏡
』
が
「
く
つ
か
ふ
り
」
に
つ
い
て
の
旧
来
説
を
説
い
て
い
る
の
は
、
実
践
的
で
あ

る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
よ
う
な
秘
伝
を
弁
え
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、『
う
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た
ひ
鏡
』
に
は
本
条
以
外
に
も
『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
複
数
見
ら
れ
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
素
性

や
成
立
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

【
参
考
・
関
連
資
料
（
抄
）】

 

謡
と
む
る
曲   
く
つ
か
ふ
り
の
曲

『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
般
若
窟
文
庫
蔵
）

一
、
第
六
、
謳
と
む
る
曲
之
事
。
う
た
ひ
を
う
た
ひ
出
す
所
、
序
に
て
う
た
ひ
出
さ
は
、
序
に
て
と
め
、
破
に
て
う
た
ひ
出
し
た
る
謡
を
は
、
破
に

て
と
め
た
る
を
音
曲
の
大
事
ニ
仕
也
。
是
を
う
た
ひ
の
く
つ
か
ふ
り
と
云
て
、
た
し
な
む
事
也
。
い
か
に
も
〳
〵
う
つ
く
し
く
う
た
い
出
し
て
、
や

は
ら
か
に
う
た
ひ
と
む
る
も
の
な
り
。
た
と
ひ
破
の
う
た
ひ
に
て
あ
り
と
も
、
少
静
に
し
て
、
序
の
心
に
う
た
い
と
む
る
を
能
と
云
也
。

 

※
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
伝
音
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
、
高
橋
葉
子
氏
に
よ
る
全
体
の
翻
刻
あ
り
。

『
音
曲
十
五
之
次
第
』（
観
世
文
庫
蔵
）

第
五
、
ウ
タ
イ
ト
ム
ル
所
ノ
曲
ト
云
ハ
、
タ
ト
ヱ
ハ
ウ
タ
イ
ノ
中
ハ
カ
ロ
ク
、
又
シ
ツ
カ
ナ
リ
ト
モ
、
ウ
タ
イ
ト
ム
ル
所
ヲ
ハ
、
ウ
タ
イ
出
シ
ノ
ホ

ト
ニ
ウ
タ
イ
ト
ム
ル
也
。
是
ヲ
ク
ツ
カ
フ
リ
ヲ
ウ
タ
ウ
ト
云
ナ
リ
。

 

※
右
同
様
伝
音
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
翻
刻
あ
り
。

『〔
観
世
宗
節
〕
筆
巻
子
本
音
曲
伝
書
（「
音
曲
口
伝
」
他
）』（
観
世
文
庫
蔵
）

五
ニ
謡
留
ノ
前
ノ
曲
ト
云
ハ
、
縦
、
ウ
タ
イ
ノ
中
ハ
カ
ロ
ク
、
又
ハ
早
ク
云
共
、
謡
ト
ム
ル
所
ヲ
ハ
、
ウ
タ
イ
出
シ
ノ
ホ
ト
静
ニ
謡
ト
ム
ル
也
。
序

破
急
ト
云
事
ハ
、
万
ニ
ア
リ
。
是
ニ
テ
心
得
ヘ
シ
。

 

※
「
謡
根
本
秘
伝
抄
」（『
節
章
句
秘
伝
之
抄
』
の
う
ち
）
に
も
同
様
の
記
述
あ
り
。

「
天
文
二
十
四
年
奥
書
伝
書
」（『
節
章
句
秘
伝
之
抄
』
の
う
ち
）
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謡
留
ル
所
、
破
ニ
序
ヨ
リ
ウ
ツ
ル
共
、
序
ニ
ト
ヾ
ム
。
乍
去
、
序
ヨ
リ
謡
出
バ
序
ニ
テ
ト
メ
ヨ
、
破
ヨ
リ
謡
出
バ
破
ニ
テ
留
ヨ
。
是
ヲ
ク
ツ
カ
ム
リ

ト
云
也
。
又
あ
げ
て
謡
事
、
サ
ゲ
テ
謡
フ
ベ
シ
。
ア
ゲ
テ
謡
所
ヲ
高
ク
ヲ
モ
イ
テ
謡
ヘ
バ
、
自
高
ク
成
。
又
サ
ゲ
テ
謡
所
ハ
、
高
ク
云
心
也
。

『
謡
秘
伝
鈔
』（
天
文
頃
写
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
。
同
館
編
『
花
鏡
・
謡
秘
伝
鈔　

演
劇
資
料
選
書
1
』
に
影
印
・
翻
刻
）

一
、
謡
留
之
曲
之
事
。
た
と
へ
ハ
う
た
ひ
の
中
を
ハ
か
ろ
く
水
々
と
う
た
ふ
と
も
、
謡
留
所
を
ハ
謡
初
た
る
位
ニ
う
た
ひ
留
へ
し
。
の
う
の
時
之
謡
、

座
敷
謡
、
手
立
は
た
と
か
ハ
る
へ
し
。
在
口
伝
之
。
序
破
急
と
云
事
ハ
万
事
に
渡
。
意
得
た
る
へ
し
。

『
音
曲
玉
淵
集
』（
昭
和
五
十
年
臨
川
書
店
復
刻
刊
）

一　

く
つ
冠
の
事

譬
へ
ハ
序
に
て
謡
出
さ
は
、
と
む
る
所
も
序
に
と
め
、
破
に
て
出
さ
は
破
に
て
と
め
、
急
に
て
出
さ
は
急
に
て
留
る
也
。
是
即
ち
く
つ
冠
の
曲
と
い

ひ
て
、
嗜
む
事
也
。
謡
の
中
程
ハ
軽
々
と
諷
ふ
と
も
、
留
る
所
ハ
謡
初
た
る
位
に
留
へ
し
。
但
、
破
の
謡
に
て
も
序
の
心
に
留
る
を
よ
し
と
す
。
是

を
と
む
る
曲
と
も
申
也
。

『
わ
ら
ん
べ
草
』
五
十
四
段
（
岩
波
文
庫
版
に
拠
る
）

○
座
付
の
笛
の
調
子
大
事
也
、
吹
い
だ
す
時
分
定
り
た
り
、
笛
ハ
調
子
の
は
じ
め
な
れ
ば
、
よ
く
其
日
の
調
子
、
う
し
な
ハ
ざ
る
や
う
に
、
能
過
て

ハ
、
狂
言
へ
て
う
し
を
わ
た
し
、
狂
言
よ
り
能
へ
か
へ
す
、
あ
ひ
ハ
猶
其
の
と
を
り
、
笛
は
調
子
の
司
な
り

 

＼
座
付
の
笛
の
事
、
千
歳
、
翁
、
三
番
三
座
に
付
、
下
に
居
ル
と
、
三
人
の
神
道
あ
り
、
其
時
笛
吹
出
す
、
是
調
子
の
は
じ
め
也
、
祝
言
、
ゆ
う

け
ん
、
わ
た
ま
し
、
相
応
の
調
子
吹
出
す
べ
し
、
扨
一
日
の
能
過
、
き
り
の
は
て
の
ひ
し
ぎ
同
前
也
、
是
く
つ
、
か
ふ
り
と
も
、
く
わ
ん
ど
う
く

わ
ん
ぢ
く
の
調
子
也　

＼
首
、
尾
の
合
と
い
ふ
心
也
、
は
じ
め
、
を
ハ
り
、
合
と
云
事
也　

＼
祝
言
に
、
ゑ
び
を
出
す
事
も
、
お
、
か
し
ら
、
ひ

と
つ
に
よ
り
合
物
な
れ
ハ
、
万
事
首
尾
の
あ
ふ
ハ
、
め
で
た
き
と
云
事
也

 

＼
管
絃
共
に
、
其
う
つ
ハ
も
の
、
あ
し
く
て
ハ
あ
ハ
ず
、
よ
く
て
も
、
此
方
の
心
、
い
き
あ
は
ざ
ら
ん
ハ
、
あ
ふ
事
あ
ら
ず
、
と
か
く
和
合
せ
ず

ん
ハ
、
い
で
く
る
事
な
し
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『
八
帖
本
花
伝
書
』
巻
四
（
古
活
字
版
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
）

一　

出
は
の
位
に
、
く
つ
か
ふ
り
の
位
と
い
ふ
事
あ
り
。
な
ら
ひ
に
云
、
さ
き
の
う
た
ひ
を
む
ね
に
ふ
く
ミ
、
心
の
う
ち
に
吟
し
て
、
其
く
ら
ゐ
を

か
ん
か
へ
、
う
ち
出
す
へ
し
。
ま
へ
の
声
次
第
、
い
つ
れ
も
大
小
太
鼓
打
出
の
な
ら
ひ
、
お
ほ
か
た
如
此
。
心
も
ち
候
ハ
ね
ハ
わ
き
の
う
た
ひ
、
く

ら
ゐ
に
そ
む
く
也
。
あ
ひ
の
謡
の
す
ゑ
の
位
を
、
わ
き
、
さ
き
の
出
は
の
く
ら
ゐ
に
う
た
ひ
お
さ
む
る
、
そ
の
位
を
う
け
、
さ
き
の
大
夫
の
出
は
の

位
を
吟
し
う
つ
ゆ
へ
に
、
く
つ
か
ふ
り
の
位
と
い
へ
り
。

『
同
右
』
巻
七

一　

江
口
の
は
や
し
の
事
。
い
か
に
も
〳
〵
と
く
り
と
は
や
す
へ
し
。
く
つ
か
ふ
り
と
い
ふ
事
あ
り
。
こ
の
一
せ
い
を
く
つ
か
ふ
り
の
一
せ
い
と
名

付
。
其
子
細
ハ
、
は
し
め
を
次
第
に
打
出
、
中
を
一
せ
い
に
う
つ
。
大
夫
出
候
て
よ
り
又
次
第
に
打
に
よ
り
、
く
つ
か
ふ
り
の
一
せ
い
と
是
を
云
。

そ
れ
ハ
細
々
ハ
左
様
に
ハ
う
た
ぬ
也
。

『
隣
忠
秘
抄
』（
能
楽
史
料
第
四
編
。
昭
和
四
十
七
年
わ
ん
や
書
店
刊
）

　
　

江
口

　

此
能
の
大
意
謡
に
明
か
な
り
、
心
得
あ
る
能
な
り
。
後
の
出
立
結
構
な
る
衣
裳
を
用
ふ
べ
し
。
こ
の
一
声
を
沓
冠
の
一
声
と
い
ふ
、
月
に
見
え
た

る
不
思
議
さ
よ
ト
次
第
を
打
出
し
、
さ
て
一
声
に
な
り
太
夫
船
に
乗
り
て
又
次
第
に
な
る
故
か
く
の
如
く
の
名
と
す
。

『
同
右
』

　
　

羽
衣

　

此
時
沓
冠
の
仕
舞
あ
り
。・
・
・

　

曲
舞
に
富
士
の
雪
ト
上
を
見
、
切
に
は
高
根
と
下
を
見
る
、
沓
冠
の
仕
舞
な
り
。
愛
鷹
山
ト
上
を
見
る
は
地
上
よ
り
見
た
る
心
、
富
士
の
高
根
ト

下
を
見
る
は
早
や
山
上
へ
昇
り
て
見
下
し
た
る
仕
舞
な
り
。

　

こ
の
沓
冠
の
仕
舞
金
剛
に
も
あ
り
。
此
仕
舞
あ
る
に
よ
り
清
見
潟
富
士
の
山
と
謡
は
す
る
事
な
り
。
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『
同
右
』

　
　

杜
若

　

沓
冠
の
仕
舞
、
曲
の
掛
り
に
一
度
は
栄
え
ト
二
足
向
へ
出
で
、
一
度
は
衰
ふ
る
ト
あ
と
へ
二
足
退
る
。
先
へ
出
る
時
は
心
を
華
や
か
に
し
、
退
る

時
は
心
を
落
す
気
味
、
仍
て
盛
衰
の
仕
舞
と
も
い
ふ
。

『
八
帖
本
花
伝
書
』
巻
二
（
古
活
字
版
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
）

一　

わ
き
の
方
よ
り
、
大
夫
へ
う
た
ひ
か
け
候
て

（
マ
マ
）調
子
の
事
。
わ
か
こ
ゑ
い
つ
る
と
て
、
我
調
子
を
ハ
ち
や
う
き
に
せ
ま
し
き
也
。
大
夫
の
め
り
か

り
を
き
ゝ
わ
け
、
そ
の
相
応
尤
に
候
。
も
し
大
夫
の
調
子
た
か
く
出
す
候
ハ
ヽ
、
ひ
ろ
き
庭
の
能
ハ
し
ミ
候
事
有
間
敷
候
。
其
時
に
わ
き
の
調
子
の

な
ら
ひ
、
大
夫
よ
り
う
け
と
る
所
ハ
、
相
応
の
調
子
う
け
と
つ
て
、
さ
て
よ
き
調
子
に
あ
け
、
ま
た
大
夫
へ
う
た
ひ
候
処
、
調
子
を
め
ら
し
て
わ
た

す
事
、
な
ら
ひ
な
り
。
ま
た
、
こ
ゑ
よ
く
い
て
候
大
夫
な
ら
ハ
、
わ
き
よ
り
大
夫
へ
調
子
ち
か
ひ
候
事
、
第
一
の
わ
き
の
ち
し
よ
く
た
る
へ
し
。

 

※
「
沓
冠
」
の
語
は
見
え
な
い
も
の
の
、
そ
の
展
開
の
一
例
と
見
ら
れ
る
記
事
。

（
恵
阪 

悟
）




