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第
十
五
条　

古
歌
謡
ひ
様
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】

　
　
　

第
十
五　

古
哥
謡
様
之
事

此
曲
を
哥
の
曲
と
云
事
、
禁
中
方
に
哥
の
会
の
御
時
は
、
其
め
ん
〳
〵
の
よ
ミ
給
ひ
た
る
哥
を
発
声
の
役
人
節
に
て
よ
ミ
あ
け
ら
る
ゝ

事
有
。
其
節
を
披
講
と
い
ふ
也
。
披
講
の
ふ
し
ハ
音
は
大
や
う
神
楽
哥
の
様
に
て
ふ
し
ハ
替
れ
り
。
習
有
義
也
。
う
た
ひ
も
の
ゝ
一
体

な
り
。
何
れ
の
誰
に
て
も
哥
を
吟
す
る
所
あ
ら
ハ
右
の
披
講
の
ふ
し
の
気
味
を
う
た
ふ
事
、古
来
よ
り
の
掟
也
。
近
代
よ
り
此
事
う
た

ひ
う
し
な
ふ
と
見
へ
た
り
。
披
講
の
ふ
し
し
り
た
れ
ハ
と
て
其
こ
と
く
に
う
た
ふ
事
に
て
ハ
な
し
。
然
れ
と
も
心
持
披
講
の
音
を
本
と

す
る
事
也
。
此
や
う
の
所
に
気
を
付
す
し
て
ハ
音
曲
に
達
た
る
人
と
ハ
申
か
た
く
候
。

西
行
桜
「
花
見
に
と 

む
れ
つ
ゝ
人
の
く
る
の
ミ
そ　

あ
た
ら
桜
の
と
か
に
ハ
有
け
り
」

清
経　

 

「
世
中
の
う
さ
に
ハ
神
も
な
き
も
の
を　

何
い
の
る
ら
ん
心
尽
し
に
」

江
口　

 

「
秋
の
水　

み
な
き
り
落
て
さ
る
舟
の　

月
も
か
け
さ
す　

さ
ほ
の
哥
」

角
田
川
「
聞
や
い
か
に 

う
ハ
の
空
な
る
風
た
に
も　

松
に
音
せ
ぬ
な
ら
ひ
有
」

熊
谷　

 

「
老
ぬ
れ
ハ　

さ
ら
ぬ
わ
か
れ
の
有
と
い
へ
は　

い
よ
〳
〵
ミ
ま
く
ほ
し
き
君
か
な
」
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又　
　

 

「
い
か
に
せ
ん 

都
の
春
も
お
し
け
れ
と　

な
れ
し
東
の
華
や
散
ら
ん
」

杜
若　

 
「
か
ら
衣　

き
つ
ゝ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ハ　

は
る
〳
〵
き
ぬ
る
旅
お
し
そ
思
ふ
」

あ
ふ
む
小
町
「
雲
の
上
ハ　

あ
り
し
む
か
し
に
か
ハ
ら
ね
と　

見
し
玉
た
れ
の
内
や
ゆ
か
し
き
」

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。　

【
現
代
語
訳
】

第
十
五　

古
哥
の
謡
い
方
に
つ
い
て

こ
の
曲
（
古
い
和
歌
の
謡
い
方
）
を
「
哥
の
曲
」
と
い
う
事
。
宮
中
で
歌
の
会
が
催
さ
れ
る
と
き
に
は
、そ
の
面
々
の
お
詠
み
に
な

る
歌
を
、
発
声
す
る
役
の
人
が
節
を
付
け
て
読
み
上
げ
な
さ
る
事
が
あ
る
。
そ
の
節
を
披
講
一

と
い
う
。
披
講
の
節
は
、
そ
の
音
二

（
声

づ
か
い
、
声
の
響
き
）
は
お
お
よ
そ
神
楽
歌
の
様
で
、
節
三

は
（
神
楽
歌
と
は
）
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
特
別
な
技
法
が
あ
る
。
う

た
い
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
物
（
役
柄
）
で
あ
っ
て
も
、
歌
を
吟
ず
る
際
に
は
右
の
披
講
の
節
の
趣
で
謡
う
こ
と
が
、

古
来
よ
り
の
慣
わ
し
で
あ
る
。
近
年
で
は
、こ
の
よ
う
な
謡
（
の
趣
）
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
披
講
の
節
を
知
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
謡
う
事
で
は
な
い
。
さ
れ
ど
も
、
心
持
ち
と
し
て
は
披
講
の
音
振
を
基
本
と
す
る
、
と
い
う
事

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
、
音
曲
の
達
人
と
は
申
し
が
た
い
も
の
で
す
。

西
行
桜
「
花
見
に
と　

群
れ
つ
つ
人
の
来
る
の
み
そ　

あ
た
ら
桜
の
と
か
に
は
有
り
け
り
」

清
経 　
「
世
中
の　

う
さ
に
は
神
も
な
き
も
の
を　

何
い
の
る
ら
ん　

心
尽
し
に
」
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江
口 　
「
秋
の
水　

み
な
き
り
落
て　

さ
る
舟
の　

月
も
か
け
さ
す　

さ
ほ
の
哥
」

角
田
川
「
聞
や
い
か
に　

う
は
の
空
な
る
風
た
に
も　

松
に*

音
せ
ぬ 

な
ら
ひ
有
」　　
　
　
　

 

　

*

「
音
す
る
」
ヵ
。

熊
野 　
「
老
ぬ
れ
は　

さ
ら
ぬ
わ
か
れ
の
有
と
い
へ
は　

い
よ
〳
〵
み
ま
く
ほ
し
き
君
か
な
」

　

ま
た
、「
い
か
に
せ
ん　

都
の
春
も
お
し
け
れ
と　

な
れ
し
東
の
華
や
散
る
ら
ん
」

杜
若 　
「
か
ら
衣　

き
つ
ゝ
な
れ
に
し 

つ
ま
し
あ
れ
は　

は
る
〳
〵
き
ぬ
る 

旅
を
し
そ
思
ふ
」

鸚
鵡
小
町
「
雲
の
上
は　

あ
り
し
昔
に
か
わ
ら
ね
と　

見
し
玉
た
れ
の
内
や
ゆ
か
し
き
」

一　

披
講　

歌
披
講
。「
歌
会
」
に
お
い
て
、
人
々
が
集
ま
っ
て
歌
を
詠
み
、
そ
れ
ら
を
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
、
さ
ら
に
は
歌
っ

て
（
節
付
け
し
て
）
披
露
す
る
こ
と
。
天
皇
が
年
始
の
歌
会
と
し
て
御
催
し
に
な
る
宮
中
歌
会
始
に
お
い
て
、和
歌
の
披
講
は
一

定
の
作
法
に
も
と
づ
き
、
こ
ん
に
ち
も
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
い
る
（
日
本
文
化
財
団
編
二
〇
〇
五
、
一
七
│
一
九
頁
）。

二　

音　

声
づ
か
い
、
響
き
、
音
色
、
装
飾
音
な
ど
。『
う
た
ひ
鏡
』
に
お
け
る
「
音
」
と
は
、
古
歌
謡
の
音
楽
的
表
現
を
あ
ら
わ

す
、
下
記
の
「
音
振
」
の
意
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。「
は
か
せ
音
振
、
皆
々
そ
れ
〳
〵
の
め
ぐ
り
あ
り
。
皆
々
そ
の
は
か
せ
の
内

に
ふ
り
を
入
る
。
古
人
う
た
ひ
残
し
は
べ
り
。
稽
古
の
み
た
ざ
る
者
は
、何
も
一
統
に
唱
も
の
な
り
。
一
首
〳
〵
に
心
を
い
れ
て

唱
を
り
は
、
そ
の
ふ
り
い
で
に
き
。」『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集　

巻
第
十
一
』（『
新
訂 

梁
塵
秘
抄
』、
一
二
七
頁
）

三　

節
（
ふ
し
）　

声
を
発
す
る
こ
と
で
生
じ
る
「
音
（
音
振
）」
が
連
な
り
、
そ
の
種
目
独
特
の
「
節
」
を
形
成
す
る
。「
披
講
の

ふ
し
」「
神
楽
歌
の
ふ
し
」
な
ど
。

【
解
説
】

謡
に
詠
み
込
ま
れ
た
古
歌
（
和
歌
）
に
つ
い
て
、
歌
会
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
披
講
の
節
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
そ
の
趣
を
も
っ
て
謡

う
こ
と
が
、
音
曲
の
達
人
の
心
得
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
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宮
中
で
行
わ
れ
る
歌
披
講
で
は
、新
し
く
作
ら
れ
た
和
歌
を
声
高
ら
か
に
読
み
上
げ
た
の
ち
（
一
句
ず
つ
区
切
っ
て
読
む
「
切
声
」）、

二
回
目
以
降
に
節
を
付
け
て
歌
う
（
甲
調
・
乙
調
な
ど
）
と
い
う
一
定
の
作
法
が
あ
る
。
披
講
の
所
役
に
は
「
講
師
」「
発
声
」「
講

頌
」
が
あ
り
、
歌
の
読
み
上
げ
を
担
当
す
る
「
講
師
」、
吟
誦
の
最
初
の
一
句
を
担
当
す
る
「
発
声
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
、
残
り
の

四
句
を
斉
唱
で
「
講
頌
」
が
歌
う
。
青
柳
隆
志
氏
に
よ
る
と
、
和
歌
の
「
披
講
」
の
ふ
し
は
、「
純
粋
な
楽
曲
と
し
て
歌
わ
れ
る
も
の

と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
、
歌
詞
を
伝
え
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
、
素
朴
古
雅
な
節
回
し
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
日
本
文
化

財
団
編
二
〇
〇
五
、
五
二
│
五
三
頁
）。

能
作
品
中
の
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
和
歌
の
小
段
に
着
目
す
る
と
、
ま
さ
に
「
披
講
」
の
ご
と
く
、
詠
ノ
リ
型
（
和
歌
や
漢

詩
を
詠
吟
す
る
趣
の
小
段
）
の
﹇
上
ノ
詠
﹈（
高
音
域
で
和
歌
を
高
ら
か
に
吟
唱
す
る
小
段
）
が
最
も
多
い
（
鸚
鵡
小
町
・
清
経
・
江

口
）。
角
田
川
で
は
、
同
じ
く
詠
ノ
リ
型
の
﹇
一
セ
イ
﹈（
高
音
域
で
七
五
調
の
定
型
の
小
段
）
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
同
作
品
中
の

「
名
に
し
負
は
ば　

い
ざ
言
問
は
ん
都
鳥　

我
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
は
﹇
上
ノ
詠
﹈
で
あ
る
。

サ
シ
ノ
リ
型
（
文
意
を
主
に
、
さ
ら
さ
ら
と
運
ぶ
リ
ズ
ム
の
小
段
）
で
は
、
高
音
域
で
始
ま
る
叙
唱
風
の
﹇
サ
シ
﹈（
西
行
桜
）
や
、

手
紙
の
文
面
を
読
む
形
式
の
﹇
文
﹈
が
あ
る
（
熊
野
）。
熊
野
で
は
、
直
前
の
ワ
キ
の
「
高
ら
か
に
読
み
候
へ
」
を
受
け
て
、「
文
」
の

冒
頭
で
は
上
音
で
あ
る
も
の
の
、
す
ぐ
に
中
音
に
下
げ
ら
れ
、
和
歌
「
老
ぬ
れ
ば
」
か
ら
は
さ
ら
に
「
気
ヲ
カ
ヘ
閑
カ
ニ
」（
大
成
版
）

曲
調
を
変
化
さ
せ
る
。

ま
た
、
コ
ト
バ
を
主
に
す
る
﹇
問
答
﹈
に
お
い
て
、
和
歌
に
フ
シ
を
付
け
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
（
鸚
鵡
小
町
・
西
行
桜
・
杜
若
）。
帝

の
御
歌
を
詠
吟
す
る
鸚
鵡
小
町
で
は
高
音
域
で
あ
る
が
、熊
野
の
﹇
文
﹈
と
同
様
に
、西
行
桜
で
は
「
シ
ッ
ト
リ
」、同
サ
シ
で
も
「
気

ヲ
カ
ヘ
シ
ッ
ト
リ
」（
大
成
版
）
謡
う
。
引
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
の
旋
律
は
一
様
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
直
前

の
謡
か
ら
曲
調
を
変
え
る
こ
と
で
、
物
語
展
開
の

と
な
る
和
歌
を
「
披
講
」
す
る
よ
う
に
際
立
た
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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【
参
考
資
料
】

●
世
阿
弥
「
曲
付
次
第
」（『
世
阿
弥 

禅
竹
』、
一
五
二
頁
）

秘
云
。
た
ゞ
、
音
曲
の
至
道
に
は
、
和
歌
の
言
葉
を
取
り
合
は
せ
て
書
付
す
べ
き
也
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
先
、
五
七
五
の
句
体
の
本

体
な
り
。
又
、
詞
の
吟
を
本
風
に
し
て
詠
み
続
く
る
詠
音
な
れ
ば
、
五
音
に
も
通
じ
、
文
声
に
も
正
し
き
道
な
る
程
に
、
歌
の
詠
吟
、

音
曲
に
合
は
ず
と
云
事
な
し
。
し
か
れ
ば
、
和
歌
を
謡
ひ
連
ね
て
見
る
に
、
音
風
の
か
ゝ
り
に
違
ふ
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
音
曲
は
文

字
の
正
路
を
以
て
曲
道
の
か
ゝ
り
と
〔
な
す
〕
事
、
是
に
て
知
る
べ
き
也
。

●
禅
竹
「
歌
舞
髄
脳
記
」〈
序
〉（『
世
阿
弥 

禅
竹
』、
三
四
二
頁
）

そ
れ
倩
つ
ら
つ
ら

こ
れ
を
思
ふ
に
、
歌
は
此
道
の
命
也
。
其
身
を
受
く
る
こ
と
は
、
皆
前
世
の
戒
体
な
れ
ば
、
其
道
に
生
ま
る
ゝ
者
、
誰
と

て
も
ま
つ
た
く
道
の
外
に
身
心
あ
る
こ
と
な
し
。
此
儀
理
を
知
ら
ざ
る
者
、
み
な
天
道
〔
に
〕
そ
む
く
と
見
え
た
り
。
さ
れ
ば
、
身
は

こ
れ
道
也
。
道
は
こ
れ
身
也
。
此
神
楽
の
家
風
に
於
い
て
は
、
歌
道
を
以
て
道
と
す
。
歌
又
舞
な
り
。
此
歌
舞
、
又
一
心
な
り
。
形
な

き
舞
は
歌
、
詞
な
き
歌
は
舞
な
り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、「
心
に
あ
る
を
志
と
い
ひ
、
詞
に
出
る
を
詩
と
い
ふ
。
其
言
葉
止
ま
ず
し
て

詠
吟
に
あ
ら
は
る
ゝ
を
、
手
の
舞
、
足
の
踏
み
所
を
知
ら
ず
」
と
い
へ
り
。
か
れ
こ
れ
思
ふ
に
、
歌
舞
一
心
の
曲
味
な
り
。
此
心
を
悟

り
、
此
位
を
わ
き
ま
へ
知
ら
ん
物
は
、
歌
道
を
尊
ぶ
べ
し
。
及
ば
ぬ
歌
を
〔
ひ
と
へ
〕
に
詠
み
習
へ
と
に
は
あ
ら
ず
。
古
歌
に
心
を
染

め
よ
と
な
り
。
し
か
ら
ば
、
詠
曲
し
て
舞
う
た
ふ
こ
と
、
無
上
幽
情
の
感
な
ど
か
な
か
ら
ん
。
恐
ら
く
は
、
こ
の
心
を
悟
り
知
ら
ざ
ら

ん
事
を
。
た
ゞ
、
心
深
く
、
姿
幽
玄
に
し
て
、
詞
卑
し
か
ら
ざ
ら
ん
を
、
上
果
の
位
と
す
。
故
に
、
古
歌
并
に
詩
を
少
々
苦
吟
し
て
、

其
心
を
曲
体
の
骨
味
と
し
、
風
姿
の
品
を
分
ち
て
、
上
類
の
能
体
を
選
ぶ
。
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●
禅
竹
「
五
音
三
曲
集
」〈
序
〉（『
世
阿
弥 

禅
竹
』、
三
五
四
頁
）

そ
れ
、
申
楽
舞
歌
の
音
曲
習
道
と
者
、
和
歌
を
以
て
源
と
す
。
和
歌
は
和
国
の
風
俗
な
れ
ば
、
神
明
も
感
応
・
納
受
し
ま
す
な
り
。

さ
れ
ば
、
古
歌
の
苦
吟
曲
味
を
含
ん
で
謡
ふ
を
、
音
曲
と
は
可
レ

知
な
り
。
唐
の
歌
に
も
、「
心
に
あ
る
を
志
と
い
ひ
、
言
葉
に
あ
ら
は

る
ゝ
を
詩
と
い
ふ
」、
古
今
の
真
名
序
に
も
、「
和
歌
は
其
根
を
心
地
に
つ
け
、
そ
の
花
を
詞
林
に
ひ
ら
く
」
と
い
へ
り
。
是
み
な
心
地

よ
り
起
れ
る
曲
味
な
れ
ば
、
そ
の
心
を
含
み
謡
ふ
を
、
音
曲
と
は
可
二

心
得
一

な
り
。
心
な
く
し
て
謡
ふ
は
、
た
ゞ
音
斗
に
て
、
曲
は
な

き
物
也
。

【
参
考
文
献
】

青
柳
隆
志
「
大
永
二
年
綾
小
路
資
能
筆
和
歌
披
講
譜
を
め
ぐ
っ
て
」、『
中
世
文
学
』
第
五
三
号
（
二
〇
〇
八
）。

観
世
左
近
『
観
世
流
百
番
集
（
大
成
版
）』
檜
書
店
（
一
九
七
三
）。

佐
佐
木
信
綱
校
訂
『
新
訂 

梁
塵
秘
抄
』
岩
波
文
庫
四
一
〇
、
岩
波
書
店
、﹇
第
四
三
刷
﹈（
一
九
九
一
）。

西
野
春
雄
校
注
『
謡
曲
百
番
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
七
、
岩
波
書
店
（
一
九
九
八
）。

日
本
文
化
財
団
編
『
和
歌
を
歌
う
│
歌
会
始
と
和
歌
披
講
』
笠
間
書
院
（
二
〇
〇
五
）。

国
文
学
研
究
資
料
館
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

　
　
　
　
　
　
　

▼
「
和
歌
披
講
之
譜
」1866440

（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　

▼
「
能
／
雑
芸
／
和
歌
披
講
譜
」4383033

（
富
山
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
蔵
）

（
近
藤 

静
乃
）


