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第
十
六
条　

次
曲

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】

　
　
　

第
十
六　

次
曲

此
曲
別
義
な
し
。
一
人
う
た
ふ
時
ハ
な
し
。
人
の
方
よ
り
珍
敷
曲
を
云
か
へ
る
時
、た
と
へ
ハ
常
に
大
き
に
い
は
ぬ
ふ
し
を
ゆ
う
〳
〵

と
聞
え
さ
せ
ん
た
め
、
声
を
も
少
横
へ
つ
か
ひ
、
ふ
し
を
も
間
ハ
同
し
間
な
れ
共
、
急
に
つ
め
る
や
う
に
う
た
ひ
か
け
る
時
ハ
、
此
方

よ
り
ハ
大
き
に
云
か
け
す
、
は
や
く
請
取
て
、
ち
い
さ
く
つ
ゝ
ま
や
か
に
、
す
こ
し
声
を
お
し
む
様
に
う
た
ふ
へ
し
。
さ
き
よ
り
も
ち

い
さ
く
に
云
か
け
ハ
、こ
な
た
よ
り
ハ
大
き
に
う
た
ふ
事
也
。
独
吟
に
て
も
う
た
は
る
ゝ
事
に
て
候
。
お
も
し
ろ
き
曲
な
り
。
近
年
ハ

次
曲
を
聞
度
と
好
む
人
な
き
故
、
用
な
き
事
に
御
座
候
へ
と
も
、
此
等
の
曲
心
得
す
し
て
も
又
無
念
の
事
に
候
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。
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【
現
代
語
訳
】

第
十
六　

次
曲

　

こ
の
曲
に
つ
い
て
難
し
く
考
え
る
必
要
は
な
い
。
一
人
で
謡
う
時
は
な
い
。
相
手
の
方
か
ら
普
段
と
少
し
変
わ
っ
た
や
り
方
で
曲
を

謡
い
＊

掛
け
る
時
、
例
え
ば
（
相
手
が
）
普
段
は
大
き
く
言
わ
な
い
ふ
し
に
つ
い
て
、
ゆ
っ
た
り
と
余
裕
を
も
っ
て
聞
こ
え
さ
せ
よ
う

と
少
し
太
く
大
き
い
（
横
の
）
声
を
つ
か
っ
た
り
、ふ
し
の
間
は
崩
さ
ず
急
（
の
位
取
リ
）
に
詰
め
て
（
躍
動
的
に
）
謡
い
掛
け
て
き

た
り
す
る
時
は
、
こ
ち
ら
は
大
き
く
言
い
掛
け
ず
早
く
受
け
た
り
、
小
さ
く
控
え
め
に
少
し
声
を
細
め
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
謡
う
べ

き
だ
。（
そ
れ
に
対
し
て
今
度
、
相
手
が
）
先
ほ
ど
よ
り
も
小
さ
く
言
い
掛
け
た
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
は
大
き
く
謡
う
こ
と
だ
。
独
吟
で

も
（
同
じ
よ
う
に
工
夫
し
よ
う
と
思
え
ば
）
謡
え
る
こ
と
で
、お
も
し
ろ
い
曲
で
あ
る
。
近
年
は
「
次
曲
」
を
聞
き
た
い
と
望
む
人
が

い
な
い
の
で
、
必
要
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
曲
を
嗜
ま
な
い
と
い
う
の
も
、
ま
た
残
念
な
こ
と
だ
。

  

＊  

翻
刻
に
示
し
た
通
り
、
底
本
は
「
云
か
へ
る
」
と
読
め
る
が
、『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』・『
謡
曲
拾
穂
鈔
』・『
音
曲
玉
淵
集
』
の

「
次
曲
」
の
条
に
は
い
ず
れ
も
「
い
ひ
か
く
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
文
脈
を
ふ
ま
え
、
他
伝
書
と
同
じ
く
「
い
ひ
か
く
る
」
と
し

て
訳
す
こ
と
と
し
た
。

【
解
説
】

「
次
曲
」
の
内
容

第
十
六
条
に
は
、「
人
か
ら
謡
い
掛
け
ら
れ
た
時
、
前
の
謡
と
ど
の
よ
う
な
差
を
つ
け
て
後
を
謡
う
の
か
」
と
い
う
、
謡
い
方
の

演
出
に
か
か
わ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
を
読
む
限
り
「
次
曲
」
と
は
、
決
ま
っ
た
作
品
・
節
回
し
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
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種
の
即
興
的
な
実
践
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
名
や
詞
章
に
ま
っ
た
く
言
及
せ
ず
、
謡
い
方
の
例
示
の
み
が
続
く
点
は
、『
五

音　

観
世
道
見
書
物
』・『
謡
曲
拾
穂
鈔
』・『
音
曲
玉
淵
集
』
に
お
け
る
「
次
曲
」
の
条
と
共
通
す
る
（
他
伝
書
と
の
異
同
に
つ
い
て

は
後
述
）。

本
文
前
半
で
は
「
次
曲
」
に
お
け
る
先
手
・
後
手
の
謡
い
方
が
対
比
さ
れ
、
普
段
と
少
し
変
わ
っ
た
や
り
方
（「
珍
敷
曲
」）
で
謡

い
掛
け
ら
れ
た
ら
、
小
さ
く
控
え
め
に
受
け
る
べ
き
と
す
る
。
先
手
の
例
に
「
声
を
も
少
横
に
つ
か
ひ
」
と
あ
り
、
後
手
に
は
「
主

（
竪
）
の
声
」
に
あ
た
る
よ
う
な
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
手
・
後
手
の
記
述
全
体
を
「
横
・
主
（
陽
・
陰
）」
で
た

だ
ち
に
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
技
法
上
の
「
横
・
主
」
に
つ
い
て
、
表
・
加
藤
（
一
九
九
五
：
四
四
三
―
四
四
四
）
は
『
風

曲
集
』
や
『
五
音
曲
条
々
』
等
の
記
述
を
参
考
に
、「
謡
の
文
句
や
旋
律
に
つ
れ
て
、
声
帯
を
締
め
つ
緩
め
つ
し
て
声
を
変
化
さ
せ

て
謡
う
際
の
、
声
帯
を
緩
め
て
謡
う
声
が
横
、
締
め
て
謡
う
声
が
主
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
『
風
曲
集
』

の
「
生
得
横
の
声
の
み
な
ら
ば
、
甲
の
物
を
、
少
し
主
の
声
が
か
り
に
、
息
を
詰
め
て
謡
ひ
渡
す
べ
し
」
と
い
う
記
述
に
照
ら
す
と
、

先
手
の
「
急
に
つ
め
る
」
が
問
題
と
な
る
た
め
だ
。

こ
の
「
急
に
つ
め
る
」
は
、
本
文
か
ら
内
容
を
類
推
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
研
究
会
で
は
、

Ａ
）　  「
同
じ
寸
法
の
中
で
冒
頭
を
詰
め
る
」
違
い
（
例
・〈
道
成
寺
〉
鐘
入
リ
の
「
月
落
ち
」
を
「
つ
ー
き
ー
お
ー
ち
ー
」
と
拍
に
当

て
ず
「
・
つ
き
ー
お
ー
ち
ー
」
と
詰
め
る
よ
う
な
違
い
）

Ｂ
）　  「
急
の
位
取
リ
に
変
わ
る
（
こ
と
で
同
じ
寸
法
の
謡
が
勢
い
づ
く
、
躍
動
的
に
な
る
）」
違
い

と
い
う
二
説
が
挙
が
っ
た
。
こ
こ
で
は
Ｂ
説
を
採
っ
て
、「
ゆ
っ
た
り
と
大
き
く
」
対
「
大
き
く
せ
ず
早
く
」、「
急
の
位
取
リ
で
躍

動
的
に
」
対
「
控
え
め
に
」
を
念
頭
に
訳
し
て
い
る
。

「
次
曲
」
の
実
践
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
筆
写
さ
れ
た
時
点
で
す
で
に
「
近
年
嗜
ま
れ
な
く
な
っ
た
」
と
あ
り
、
今
日
の
能
に
は
全

く
残
っ
て
い
な
い
。
か
つ
て
、
複
数
名
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
極
端
な
対
比
を
つ
け
な
が
ら
一
つ
の
謡
を
歌
い
継
ぎ
、
互
い
の
力
量
を

試
し
合
う
よ
う
な
楽
し
み
が
あ
っ
た
…
…
と
想
像
す
る
と
多
少
読
み
や
す
く
な
る
が
、
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、
こ
れ
は
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想
像
の
域
を
出
な
い
。
関
連
し
て
藤
田
隆
則
氏
よ
り
、酒
宴
で
「
の
」「
も
」「
か
」
の
字
を
境
に
一
つ
の
文
句
を
謡
い
継
ぐ
と
い
う

「
の
も
か
廻
し
」
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
次
に
、『
謡
曲　

座
興
小
謡
集　

全
』
よ
り
「
の
も
か
廻
し
」
の
記
述
を
引
用
す

る
（
十
九
丁
表
〜
二
九
丁
裏
）。

の
も
か
廻
し

之
は
謡
曲
酒
宴
の
席
に
於
て
例
へ
は
羅
生
門
の
「
と
も
な
ひ
語
ふ
」
と
か
又
蝉
丸
の
道
行
「
花
の
都
」
の
如
き
誰
で
も

よ
く
知
っ
て
居
る
謡
を
、
或
る
人
よ
り
謡
出
し
順
次
右
側
の
人
へ
渡
す
も
の
で
其
文
句
の
内
に
「
の
」「
も
」「
か
」
の

字
が
あ
れ
バ
之
を
謡
わ
ず
、
す
ぐ
其
前
の
字
に
て
止
め
て
盃
を
渡
す　

渡
さ
れ
た
人
は
直
に
「
の
」「
も
」「
か
」
の
字

に
て
受
け
後
を
謡
ひ
行
き
又
其
文
句
の
内
に
「
の
」「
も
」「
か
」
が
来
た
ら
、
謡
切
り
て
次
の
人
に
渡
す
の
で
あ
る
、

こ
の
時
う
つ
か
り
し
て
「
の
」「
も
」「
か
」
の
何
れ
か
の
字
を
続
け
て
謡
ふ
と
罰
盃
と
し
て
酒
を
呑
さ
れ
る
の
で
あ
る
、

（
後
略
）

ま
た
「
次
曲
」
が
ど
の
よ
う
な
読
み
か
も
定
か
で
は
な
い
が
、
研
究
会
で
の
検
討
を
経
て
「
次
」
を
「
つ
ぐ
」
と
読
み
、「
次
々

に
つ
づ
け
る
・
つ
ら
ね
つ
づ
け
る
」
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
曲
」
は
、
ま
と
ま
っ
た
一
段

や
作
品
で
は
な
く
、
二
人
で
つ
ぎ
つ
ぎ
に
謡
を
並
べ
て
い
く
際
に
加
え
う
る
変
化
や
工
夫
、
演
出
上
の
妙
味
と
い
う
意
味
合
い
が
強

そ
う
だ
。
以
上
を
ふ
ま
え
、「
次
曲
」
の
読
み
に
つ
い
て
は
「
つ
ぐ
ふ
し
」
も
し
く
は
「
つ
ぐ
き
ょ
く
」
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し

た
い
。

「
次
曲
」
と
「
次
第
」・「
ロ
ン
ギ
」
を
め
ぐ
っ
て

と
こ
ろ
で
、「
次
」
は
「
次
第
」
の
一
字
で
も
あ
る
。
ま
た
、
複
数
名
で
交
互
に
謡
い
交
わ
す
と
い
う
「
次
曲
」
の
内
容
に
つ
い



─ 155 ─

うたひ鏡　中巻

て
、
今
日
の
実
践
で
は
「
ロ
ン
ギ
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
能
に
お
け
る
「
次
第
」・「
ロ
ン
ギ
」
は
、
声
明
か
ら
受
け
た
影
響
を
窺

わ
せ
る
小
段
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
香
西
は
、『
申
楽
談
儀
』
の
「
次
第
取
て
」
を
と
り
あ
げ
、「
次
第
」
の
声

明
由
来
説
を
強
調
す
る
（
一
九
七
〇
：
二
八
五
―
二
九
一
）。
ま
た
澤
田
（
一
九
八
九
）
は
、「
こ
の
（
※
引
用
者
注
：
声
明
の
）
論

義
の
芸
能
的
性
格
は
と
く
に
能
・
狂
言
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
端
的
な
例
が
能
に
お
け
る
ロ
ン
ギ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

声
明
で
「
次
第
を
取
る
」
と
は
、
先
唱
者
（
句
頭
）
が
あ
る
フ
レ
ー
ズ
を
唱
え
、
声
が
切
れ
な
い
う
ち
に
随
唱
者
（
助
音
・
同
音
）

が
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
復
唱
す
る
こ
と
を
指
す
。
能
の
謡
事
の
「
次
第
」
で
も
、あ
と
に
続
い
て
地
謡
が
同
文
（
返
シ
句
省
略
）
を
く

り
返
す
（
こ
れ
を
「
地
取
リ
」
と
い
い
、香
西
は
「『
地
が
次
第
を
取
る
』
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
」
と
す
る
﹇
同
前
・
二
八
六
﹈）。
た

だ
し
、
能
の
場
合
の
「
復
唱
」（
地
取
リ
）
は
低
音
で
聞
き
取
り
づ
ら
く
、
リ
ズ
ム
は
拍
子
に
合
わ
な
い
こ
と
が
多
い
。

ま
た
声
明
の
「
論
義
」
は
、
経
論
の
要
義
に
つ
い
て
問
答
・
議
論
す
る
も
の
で
、
論
議
・
談
議
（
談
義
）
と
も
い
う
。
能
の
「
ロ

ン
ギ
」
は
、
前
半
に
役
謡
と
地
謡
（
も
し
く
は
役
謡
と
役
謡
）
が
数
句
ず
つ
交
互
に
謡
わ
れ
、
後
半
は
地
謡
に
渡
す
。
前
半
で
交
互

に
謡
わ
れ
る
詞
章
は
、
一
方
が
問
い
か
け
他
方
が
答
え
る
と
い
う
内
容
で
、
声
明
の
「
論
義
」
に
な
ら
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
ち

ら
も
、能
で
は
「
地
謡
は
サ
ラ
リ
と
、役
謡
は
シ
ッ
カ
リ
と
謡
っ
て
対
照
的
な
趣
と
な
る
」
と
い
う
（
小
林
・
西
・
羽
田　

二
〇
一
二
：

九
六
〇
）。

な
ぜ
謡
の
復
唱
で
こ
の
よ
う
な
前
後
の
「
対
照
的
な
趣
」
が
強
調
さ
れ
る
の
か
と
考
え
る
と
、
か
つ
て
「
次
曲
」
の
よ
う
な
実
践

が
存
在
し
た
こ
と
も
、
も
し
か
す
る
と
遠
因
の
一
つ
に
は
挙
げ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

他
伝
書
と
の
字
句
の
異
同

最
後
に
、
他
伝
書
と
比
べ
た
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。『
う
た
ひ
鏡
』
の
筆
写
者
は
、『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』
系
の
記

述
を
引
い
て
い
る
。
た
だ
し
、『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』
か
ら
仮
名
遣
い
程
度
の
違
い
で
引
き
写
さ
れ
た
『
謡
曲
拾
穂
鈔
』（
貞
享

四
（
一
六
八
七
）
刊
）
に
比
べ
る
と
、
内
容
に
か
か
わ
る
違
い
が
目
立
つ
。
ま
た
年
代
が
下
る
『
音
曲
玉
淵
集
』（
享
保
十
二
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（
一
七
二
七
）
刊
）
の
後
半
は
『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
よ
り
も
『
う
た
ひ
鏡
』
に
近
く
、
後
者
系
の
伝
書
が
参
照
さ
れ
た
よ
う
だ
。

次
に
改
め
て
『
う
た
ひ
鏡
』
の
翻
刻
を
掲
げ
、『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』『
謡
曲
拾
穂
鈔
』『
音
曲
玉
淵
集
』
と
の
主
な
字
句
の

異
同
に
つ
い
て
、
丸
数
字
・
傍
線
を
付
し
て
言
及
す
る
。

此
曲
①
別
義
な
し
。
一
人
う
た
ふ
時
ハ
な
し
。
人
の
方
よ
り
珍
敷
曲
を
②
云
か
へ
る
時
、
た
と
へ
ハ
常
に
大
き
に
い
は

ぬ
ふ
し
を
ゆ
う
〳
〵
と
聞
え
さ
せ
ん
た
め
、
声
を
も
少
横
へ
つ
か
ひ
、
ふ
し
を
も
間
ハ
同
し
間
な
れ
共
、
急
に
つ
め
る

や
う
に
う
た
ひ
か
け
る
時
ハ
、
此
方
よ
り
ハ
大
き
に
云
か
け
す
、
は
や
く
請
取
て
、
ち
い
さ
く
つ
ゝ
ま
や
か
に
、
す
こ

し
声
を
お
し
む
様
に
う
た
ふ
へ
し
。
さ
き
よ
り
も
ち
い
さ
く
に
云
か
け
ハ
、
こ
な
た
よ
り
ハ
大
き
に
う
た
ふ
事
也
。
③

独
吟
に
て
も
う
た
は
る
ゝ
事
に
て
候
。
④
お
も
し
ろ
き
曲
な
り
。
近
年
ハ
次
曲
を
聞
度
と
好
む
人
な
き
故
、
用
な
き
事

に
御
座
候
へ
と
も
、
⑤
此
等
の
曲
心
得
す
し
て
も
又
無
念
の
事
に
候
。

① 

「
別
義
な
し
」
…
…
『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』・『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
で
は
「
細
々
な
き
曲
也
」。『
音
曲
玉
淵
集
』
に
は
含
ま
れ

な
い
。

② 

「
云
か
へ
る
」
…
…
『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』・『
謡
曲
拾
穂
鈔
』・『
音
曲
玉
淵
集
』
で
は
、「
い
ひ
か
く
る
」（【
現
代
語
訳
】

＊
参
照
）。

③ 

「
独
吟
に
て
も
う
た
は
る
ゝ
事
に
て
候
」
…
…
『
五
音　

観
世
道
見
書
物
』
で
は
、「
是
ハ
一
人
音
曲
ニ
ハ
な
し
。
一
人
う
た
い

に
い
ふ
ハ
、
た
ゝ
み
た
る
曲
に
て
わ
ろ
し
。
但
、
一
人
し
て
も
い
ゝ
た
く
ハ
、
一
字
大
に
、
一
句
ほ
そ
く
延
て
云
へ
し
。」
と

な
っ
て
お
り
、『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
も
こ
れ
に
な
ら
う
。
一
方
、『
音
曲
玉
淵
集
』
の
内
容
は
『
う
た
ひ
鏡
』
と
共
通
す
る
。

④ 

「
お
も
し
ろ
き
曲
な
り
」
…
…
『
う
た
ひ
鏡
』
に
の
み
記
さ
れ
る
。

⑤ 

「
此
等
の
曲
心
得
す
し
て
も
又
無
念
の
事
に
候
」
…
…
『
音
曲
玉
淵
集
』
は
「
用
な
き
事
な
か
ら
名
在
之
故
記
す
」
と
す
る
一
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方
、『
う
た
ひ
鏡
』
で
は
「
無
念
の
事
」
と
惜
し
む
。

特
に
③
・
④
・
⑤
の
異
同
に
は
、「
次
曲
」
に
対
す
る
筆
写
者
の
記
憶
・
解
釈
（
あ
る
い
は
思
い
入
れ
）
の
違
い
が
表
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
も
全
く
想
像
の
域
を
出
な
い
こ
と
だ
が
、「
一
人
う
た
ひ
に
い
ふ
」
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
『
観
世
道
見
書

物
』・『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
に
は
、「
近
年
ハ
次
曲
を
聞
度
と
好
む
人
な
き
故
」
以
下
の
記
述
が
な
く
、
複
数
名
で
行
う
「
次
曲
」
が
ま

だ
実
践
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。「
お
も
し
ろ
き
曲
」
と
惜
し
む
『
う
た
ひ
鏡
』
の
記
述
も
、
筆
写
者
に
か
つ
て
の
記
憶

が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
次
曲
」
の
実
践
は
全
く
失
わ
れ
、最
終
的
に
は
『
音
曲
玉
淵
集
』
の

よ
う
に
「
名
在
故
」
記
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
…
…
と
い
う
記
述
の
推
移
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
研
究
会
で
高
橋
葉
子
氏
よ
り
、『
観
世
道
見
書
物
』
よ
り
年
代
が
下
る
と
考
え
ら
れ
る
観
世
宗
節
筆
『（
音
曲
）
十
五
之
次
第
』

で
は
、「
次
曲
」
に
あ
た
る
条
が
「
初
ノ
次
ノ
曲
」
と
い
う
全
く
別
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

【
参
考
資
料
】

『
五
音　

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

二
―
一
七

『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵 

伝
六
四

『
音
曲
玉
淵
集
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵　

出
典
：
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
，https://doi.org/10.20730/200022919

『
音
曲
十
五
之
次
第
』
観
世
文
庫 

一
／
六
／
二

【
参
考
文
献
】

表
章
・
加
藤
周
一
（
校
注
）

　

一
九
九
五
年　
『
世
阿
弥
禅
竹
』
岩
波
書
店

観
世
流
謡
曲
研
究
会
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第十六条　次曲（鎌田）

　

一
九
五
五
年　
『
謡
曲　

座
興
小
謡
集　

全
』　

大
阪
う
た
ひ
本
店

香
西
精

　

一
九
七
〇
年　
『
続
世
阿
弥
新
考
』　

わ
ん
や
書
店

澤
田
篤
子

　

一
九
八
九
年　
「
論
義
｜
ろ
ん
ぎ
｜
」、
平
野
健
次
・
上
参
郷
祐
康
・
蒲
生
郷
昭
（
監
修
）『
日
本
音
楽
大
事
典
』　

平
凡
社　

四
三
八
―
四
三
九
頁

小
林
責
・
西
哲
生
・
羽
田
昶

　

二
〇
一
二
年　
『
能
楽
大
事
典
』　

筑
摩
書
房

横
道
萬
里
雄
・
片
岡
義
道
（
監
修
）

　

二
〇
一
二
年　
『
声
明
辞
典
』
新
装
版　

法
蔵
館
（
初
版
：
一
九
八
四
年
）

（
鎌
田 

紗
弓
）


