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第
二
十
三
条　

謡
に
寸
尺
有
る
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】　

　
　
　

第
二
十
三　

謡
に
寸
尺
有
事

竪
横
と
申
候
ハ
声
に
付
て
の
事
也
。
惣
し
て
音
曲
ハ
、
竪
の
声
ほ
そ
く
う
つ
く
し
く
、
横
の
声
を
ふ
と
く
た
し
か
に
謡
ふ
物
也
。
こ
の

竪
横
と
申
事
、
声
に
有
故
に
て
、
世
間
に
声
あ
や
を
な
す
と
①
云
伝
申
候
。
扨
寸
尺
の
し
さ
ひ
ハ
、
前
の
字
を
長
く
引
は
、
後
の
字
を

②
つ
め
て
申
候
。
前
の
字
を
③
よ
す
る
そ
な
ら
ハ
、
後
の
字
長
く
引
也
。
是
を
四
寸
六
寸
・
六
寸
四
寸
の
位
と
、
む
か
し
よ
り
の
定
り

に
て
御
座
候
。
文
字
つ
も
り
の
心
の
尺
ニ
而
候
。
た
と
へ
は
六
寸
と
六
寸
と
に
う
た
ひ
申
候
へ
ハ
、
尺
に
は
つ
れ
、
あ
ま
り
申
也
。
音

曲
も
ま
た
、
前
の
文
字
を
引
、
後
の
文
字
を
も
人
に
お
も
し
ろ
か
ら
せ
ん
と
て
、
寸
法
な
し
に
謡
ふ
時
ハ
、
一
尺
二
寸
に
な
り
て
の
ひ

過
、
尺
に
あ
ハ
す
し
た
る
く
、
も
と
よ
り
拍
子
程
に
も
は
つ
れ
申
事
に
て
御
座
候
。
又
う
た
ひ
に
一
字
づ
め
二
字
つ
め
と
い
ふ
事
も
、

一
字
つ
め
て
二
字
の
ふ
る
を
一
字
つ
め
と
申
候
。
二
字
つ
め
て
一
字
の
ふ
る
を
二
字
つ
め
と
申
候
。
三
字
皆
の
ふ
る
事
、寸
は
つ
れ
と

て
、
む
か
し
よ
り
殊
之
外
き
ら
ふ
事
に
て
候
。
当
代
は
是
程
の
少
の
事
さ
へ
心
を
付
る
人
ま
れ
に
御
入
候
。
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【
校
異
】

①　

云
伝
申
候
―
云
つ
た
へ
候
（
鴻
）

②　

つ
め
て
申
候
―
つ
め
申
候
（
鴻
）

③　

よ
す
る
そ
な
ら
ハ
―
よ
す
る
な
ら
ハ
（
鴻
）

【
現
代
語
訳
】

第
二
十
三　

謡
に
長
さ
の
決
ま
り
事
あ
り

竪
横
と
は
声
の
種
類
（
と
使
い
分
け
）
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
音
曲
と
い
う
の
は
、竪
の
声
で
あ
れ
ば
喉
を
緊
張
さ
せ
て
優
美
に
、

横
の
声
の
場
合
は
喉
を
緩
め
て
し
っ
か
り
と
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
竪
と
横
の
別
が
声
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

世
間
で
は
「
声
文
を
な
す
」（
声
が
様
々
な
情
趣
を
表
現
す
る
）
な
ど
と
言
い
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
寸
尺
」
と
い
う
こ
と
の
詳
細
を
語
れ
ば
、
前
の
文
字
を
長
く
引
い
て
発
声
す
る
時
は
、
後
の
文
字
は
詰
め
る
も
の
で
あ
る
。

前
の
文
字
を
寄
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
の
文
字
は
長
く
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
四
寸
六
寸
・
六
寸
四
寸
の
位
」
と
い
い
、
昔

か
ら
の
決
ま
り
事
で
あ
る
。
文
字
数
に
決
ま
り
が
あ
れ
ば
、
そ
の
文
字
数
か
ら
導
か
れ
心
中
に
持
つ
べ
き
決
ま
り
の
寸
法
が
あ
り
、
た

と
え
ば
前
の
文
字
を
六
寸
、
後
の
文
字
も
六
寸
と
う
た
え
ば
、
決
ま
り
の
長
さ
に
合
わ
ず
余
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

音
曲
も
同
じ
こ
と
で
、
前
の
文
字
を
引
い
て
う
た
う
だ
け
で
な
く
、
後
の
文
字
も
聞
く
人
に
興
趣
を
催
さ
せ
よ
う
な
ど
と
考
え
て
決

ま
り
の
寸
法
を
無
視
し
て
う
た
え
ば
、（
六
寸
と
六
寸
で
）
一
尺
二
寸
と
な
っ
て
間
延
び
し
た
謡
に
な
り
、
長
さ
の
決
ま
り
か
ら
は
ず

れ
て
だ
ら
り
と
し
て
、
本
来
の
拍
子
の
割
り
付
け
か
ら
も
は
ず
れ
て
し
ま
う
。

ま
た
謡
に
一
字
詰
め
・
二
字
詰
め
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
前
の
一
字
を
次
の
字
に
寄
せ
、
寄
せ
ら
れ
た
字
と
そ
れ
に
続
く
一
字
の
二
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字
を
延
ば
し
て
う
た
う
こ
と
を
一
字
詰
め
と
い
う
。
三
字
並
ん
だ
う
ち
の
前
二
字
を
寄
せ
て
、三
字
目
を
延
ば
し
て
う
た
う
こ
と
を
二

字
詰
め
と
い
う
。
並
ん
だ
三
字
す
べ
て
を
延
ば
し
て
う
た
う
こ
と
は
「
寸
は
づ
れ
」
と
い
っ
て
、昔
か
ら
と
て
も
よ
く
な
い
う
た
い
方

と
さ
れ
る
。
し
か
し
近
頃
で
は
、
こ
の
程
度
の
些
細
な
注
意
点
に
ま
で
気
を
配
っ
て
謡
を
う
た
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

【
解
説
】

謡
を
構
成
す
る
基
本
単
元
で
あ
る
一
句
八
拍
の
枠
組
み
を
常
に
心
の
内
に
持
ち
、そ
こ
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
う
た
う
こ
と
の
重

要
性
を
述
べ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
一
条
で
あ
る
。

「
謡
の
寸
尺
」
説
は
、
先
行
す
る
謡
伝
書
に
見
え
る
「
矩
の
位
」
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
八
帖
本
花
伝
書
』
の

「
矩
の
位
」
に
は
、「
右
の
上
下
の
心
也
。
文
字
移
り
に
、
前
を
長
く
引
は
、
後
を
詰
む
る
。
前
を
寄
す
れ
ば
、
後
を
長
く
引
く
は
、
四

寸
六
寸
の
位
と
言
へ
り
」
と
、
本
条
と
重
な
る
説
明
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
説
明
の
最
初
に
「
右
の
上
下
の
心
也
」
と
あ
る
の
は
、
同
書

の
前
項
「
一　

謡
の
ゆ
り
に
上
下
と
云
事
あ
り
」
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
の
説
明
に
は
「
是
、
連
歌
の
上
の
句
・
下
の
句
の
心
な
り
。

始
め
を
長
く
ゆ
り
、
後
を
詰
む
る
事
、
十
七
字
・
十
四
字
の
つ
も
り
な
り
。
惣
別
、
謡
は
歌
道
よ
り
出
た
る
に
よ
り
て
、
諸
事
に
歌
を

引
也
。
ゆ
り
を
十
七
・
十
四
を
合
、三
十
一
の
数
の
心
を
ゆ
る
と
見
え
た
り
。
あ
な
が
ち
に
、其
数
を
ゆ
る
に
て
は
な
け
れ
ど
も
、是
、

た
と
へ
な
り
」
と
あ
り
、
和
歌
一
首
の
文
字
数
を
例
に
、
長
短
を
加
減
し
て
「
謡
の
ゆ
り
」
を
決
ま
り
の
寸
法
に
合
わ
せ
る
べ
き
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
矩
の
位
」
で
も
同
様
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

右
に
続
け
て
本
条
で
は
、
寸
尺
の
心
得
に
関
連
す
る
「
一
字
詰
め
」「
二
字
詰
め
」
の
技
巧
に
言
及
す
る
。
こ
ち
ら
も
先
行
す
る
諸

伝
書
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
『
音
曲
玉
淵
集
』
に
は
両
者
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

た
め
、
参
考
に
そ
れ
を
一
句
八
拍
に
割
り
付
け
て
示
す
（
左
図
。
八
ツ
割
と
い
う
。
観
世
流
現
行
謡
本
の
節
付
等
を
参
考
に
し
た
）。

い
ず
れ
も
変
則
地
（
四
拍
で
折
り
返
す
。
ト
リ
地
と
い
う
）
の
箇
所
で
、
上
の
句
が
二
つ
に
分
離
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
次
句
の
上
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の
句
は
字
数
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
（
た
と
え
ば
《
姨
捨
》
で
は
、
上
の
句
が
「
た
つ
や
」「
な
み
き
の
」
と
分
離
し
、
次
句
の
上

の
句
に
当
た
る
「
な
み
き
の
」
は
四
文
字
）。
ま
た
、
一
句
の
う
た
い
出
し
の
拍
は
、
上
の
句
の
字
数
に
よ
り
決
ま
っ
て
お
り
（
網
掛

け
の
位
置
）、
そ
こ
ま
で
の
間
を
つ
な
ぐ
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
を
「
文
字
つ
も
り
の
心
の
尺
」
か
ら
外
れ
る
こ
と
な
く
、
か
つ

面
白
く
聞
か
せ
る
た
め
の
技
巧
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
一
字
詰
め
」「
二
字
詰
め
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

変
則
地
は
世
阿
弥
の
時
代
に
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、世
阿
弥
自
筆
能
本
で
は
そ
の
箇
所
に
「
延
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に

続
け
て
「
ナ
カ
ム
」
と
書
か
れ
る
場
合
も
あ
り
、
当
該
箇
所
が
ど
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
ナ
カ
ム
」

が
「
一
字
詰
め
」「
二
字
詰
め
」
の
よ
う
な
引
き
の
技
巧
で
あ
っ
た
と
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
謡
技
巧
が
教
え
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く

素
地
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
一
字
詰
め
例
図
）

《
姨
捨
》
な
み
き
の
（
四
）
＋
は
な
ち
り
て
（
五
）　　
　
　
　
《
三
井
寺
》
わ
か
れ
の
（
四
）
＋
と
り
は
（
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

※
た
（
詰
）
つ
ー
（
引
）
や
ー
ー
（
大
引
）　　
　
　
　

 　
　

※
あ
（
詰
）
か
（
小
マ
ワ
シ
）
ぬ
ー
ー
（
大
引
）
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（
二
字
詰
め
例
図
）

《
楊
貴
妃
》
に
ん
が
い
に
（
五
）
＋
ン
ま
れ
き
て
（
五
）　　
　
《
善
知
鳥
》
む
ざ
ん
や
な
（
五
）
＋
こ
の
と
り
の
（
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

※
か
（
詰
）
り
（
詰
）
に
ー
ー
（
大
引
）　　
　
　
　
　
　
　

 

※
な
（
詰
）
か
（
詰
）
に
ー
ー
（
大
引
）

話
が
前
後
す
る
が
、
本
条
冒
頭
に
声
の
「
横
竪
」
説
が
置
か
れ
て
い
る
。「
横
竪
」
説
は
早
く
か
ら
能
の
謡
と
関
連
付
け
て
用
い
ら

れ
て
お
り
、
世
阿
弥
伝
書
『
音
曲
口
伝
』『
風
曲
集
』『
申
楽
談
儀
』
な
ど
に
、
声
に
備
わ
る
二
種
の
性
質
や
そ
の
発
声
法
の
説
明
に

「
横
竪
」
の
語
を
用
い
た
言
説
が
見
え
て
い
る
。
世
阿
弥
説
を
集
約
す
れ
ば
、
横
の
声
は
「
呂
・
強
き
音
声
・
出
息
の
扱
ひ
」
で
あ
り
、

竪
の
声
は
「
律
・
柔
ら
か
に
弱
き
心
・
入
息
の
色
ど
り
」
と
な
る
。
ま
た
、
横
の
声
と
竪
の
声
を
巧
み
に
使
い
分
け
、
さ
ら
に
横
竪
を

取
り
混
ぜ
た
相
音
に
も
う
た
う
こ
と
が
、
謡
の
声
の
扱
い
と
し
て
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
同
一
条
に
記
さ
れ

る
も
の
の
、「
横
竪
」
説
が
「
寸
尺
」
説
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。

【
参
考
・
関
連
資
料
（
抄
）】

 

竪
横

『
音
曲
口
伝
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』）

声
を
つ
か
ふ
事
、
其
声
の
向
き
に
よ
る
べ
し
。
又
、
気
力
に
も
よ
る
べ
し
。
横
の
声
を
ば
助
け
て
つ
か
ひ
、
主
の
声
を
ば
押
し
て
つ
か
ふ
べ
し
。

声
に
つ
か
は
れ
て
よ
き
声
あ
り
、
声
を
つ
か
ひ
て
よ
き
声
あ
る
べ
し
。
横
・
主
と
も
に
あ
る
声
を
、
相
音
と
は
申
な
り
。
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宵
・
暁
の
事
。
宵
に
物
数
を
つ
か
ひ
て
、
暁
は
す
こ
し
少
な
く
つ
か
ふ
べ
し
。
殊
更
、
横
の
声
な
ど
を
ば
、
暁
に
は
、
声
に
つ
か
は
れ
て
、
声
を

い
た
は
り
て
、
納
め
声
を
本
に
つ
か
ふ
べ
し
。
返
々
、
声
の
向
き
た
る
と
思
は
ん
時
を
失
は
じ
と
た
し
な
む
べ
し
。

一
、
音
曲
に
、
祝
言
・
ば
う
を
く
の
声
の
分
目
を
知
る
事
。
こ
れ
は
、
呂
・
律
二
よ
り
出
た
り
。
呂
と
い
ふ
は
、
喜
ぶ
声
、
出
る
息
の
声
な
り
。
律

と
云
は
、
悲
し
む
声
、
入
る
息
と
云
り
。
先
、
根
本
を
心
得
べ
き
様
、
か
く
の
ご
と
し
。

祝
言
の
声
は
、
機
を
体
に
し
て
、
機
に
声
を
付
て
出
だ
す
声
な
り
。
是
、
強
き
音
声
也
。
呂
の
声
の
性
根
な
り
。
機
を
張
り
て
強
き
声
は
、
息
を

出
だ
す
義
に
あ
た
る
べ
し
。
是
、
呂
の
声
、
喜
ぶ
声
な
り
。
し
か
れ
ば
祝
言
な
り
。
ば
う
お
く
の
声
と
云
は
、
声
を
体
に
し
て
、
機
を
ゆ
る
く
持
つ
。

是
、
柔
ら
か
に
弱
き
心
な
り
。
機
を
ゆ
る
く
持
つ
は
、
入
る
息
の
心
な
り
。
是
、
律
の
義
、
あ
は
れ
な
る
性
根
也
。
然
者
ば
う
を
く
と
名
付
。

『
風
曲
集
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 
禅
竹
』）

音
声
に
、
横
・
主
の
二
あ
り
。
呂
律
に
取
ら
ば
、
横
は
呂
、
主
は
律
な
る
べ
き
や
ら
ん
。
調
子
を
含
ん
で
音
取
る
機
は
主
な
り
。
さ
て
、
声
を
出
し

て
す
で
に
歌
ふ
所
は
横
た
り
。「
横
に
謡
ひ
て
、
主
に
云
納
め
よ
」
と
云
り
。
然
れ
ど
も
、
調
子
の
出
所
主
な
る
が
ゆ
へ
に
、
声
出
し
の
文
字
は
主
な

る
べ
し
。
さ
る
ほ
ど
に
、
主
よ
り
横
へ
謡
ひ
出
し
て
、
又
主
に
納
ま
る
声
流
な
り
。
横
は
出
息
の
扱
ひ
、
主
は
入
息
の
色
ど
り
な
る
べ
し
。
此
出
入

の
息
づ
か
い
に
よ
り
て
、
声
を
助
け
、
曲
を
色
ど
る
音
感
あ
る
べ
し
。
又
、
文
字
に
よ
り
、
声
に
よ
り
て
、
出
息
、
入
息
の
故
実
あ
る
べ
き
事
、
心

得
べ
し
。
是
、
音
曲
の
命
也
。「
曲
道
息
地
」
と
云
り
。

又
、
爰
に
知
る
べ
き
事
あ
り
。
人
々
生
得
の
音
声
に
、
横
な
る
も
あ
り
、
主
な
る
も
あ
り
。
横
・
主
足
り
た
る
を
ば
相
音
と
云
。
是
、
吉
声
な
り
。

よ
き
声
を
ば
、
声
の
ま
ゝ
に
、
さ
し
声
よ
り
甲
の
物
な
ど
ま
で
云
渡
し
て
、
さ
て
、
下
て
云
流
す
声
が
か
り
を
、
主
の
声
に
、
入
息
の
響
き
に
云
納

む
べ
し
。
是
は
、
相
音
・
上
声
に
て
の
曲
道
也
。
又
、
生
得
横
の
声
の
み
な
ら
ば
、
少
し
主
の
声
が
か
り
に
、
息
を
詰
め
て
謡
ひ
渡
す
べ
し
。
是
、

相
音
の
曲
聞
を
色
ど
る
故
実
な
り
。
又
、
主
の
声
の
み
な
ら
ば
、
横
の
声
が
か
り
に
、
息
を
ゆ
る
〳
〵
と
出
し
て
謡
ひ
渡
す
べ
し
。
甲
は
遣
る
声
の

位
、
乙
は
持
つ
声
の
位
な
り
。
遣
る
声
は
、
声
出
し
は
横
に
て
、
遣
り
詰
む
る
所
、
主
の
正
根
あ
り
。
心
得
べ
し
。
如
此
、
声
に
よ
り
て
扱
い
色
ど

る
を
、
声
を
よ
く
つ
か
ふ
と
は
申
な
り
。
是
、
上
手
の
位
な
る
べ
し
。
我
声
の
正
体
を
ば
分
別
せ
ず
し
て
、
只
、
声
を
色
ど
り
、
曲
を
な
さ
ん
は
、

音
曲
正
路
に
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
。
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『
申
楽
談
儀
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』）

「
横
の
声
を
主
に
謡
ふ
こ
と
は
、
せ
め
て
易
く
や
あ
ら
ん
。
主
の
声
を
横
に
謡
ふ
べ
き
こ
と
、
い
か
ゞ
」
と
尋
ね
け
れ
ば
、
主
の
声
を
横
の
声
が
か

り
に
謡
ひ
成
事
は
、
調
子
を
低
々
と
し
て
謡
ふ
べ
し
。
横
・
主
の
二
の
変
り
目
も
、
わ
が
声
の
変
る
時
を
心
得
て
、
言
ひ
渡
す
べ
し
。
た
と
へ
ば
、

鎌
倉
声
の
、
事
に
よ
つ
て
、
正
直
に
成
時
の
有
が
ご
と
し
。

『
五
音
曲
条
々
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』）

一
、
音
曲
習
道
ノ
次
第
ト
者
、
音
声
ノ
下
地
ハ
仕
声
也
。
声
ヲ
ヨ
ク
ツ
カ
イ
テ
、
曲
ヲ
ナ
ス
ニ
シ
タ
ガ
テ
、
タ
ト
イ
不
足
ナ
ル
声
ナ
リ
ト
モ
、
ツ
カ

イ
足
リ
テ
、
ナ
ニ
ト
モ
心
ノ
侭
ナ
ル
声
位
ニ
ナ
ラ
ズ
バ
、
ウ
ル
ワ
シ
キ
音
曲
ノ
上
果
ニ
ハ
成
マ
ジ
キ
也
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
、
仕
声
ヲ
以
テ
音
曲
ノ
下
地

ト
ス
。
サ
テ
、
節
ヲ
ヨ
ク
〳
〵
師
ニ
習
イ
テ
、
ソ
ノ
形
木
ニ
入
フ
シ
テ
習
得
ス
ベ
シ
。
コ
ノ
位
モ
、
イ
マ
ダ
初
心
ノ
分
也
。
其
後
、
声
ノ
横
・
主
ヲ

心
得
テ
、
文
字
ニ
ヨ
リ
テ
、
横
ニ
ア
タ
ル
ベ
キ
声
ヲ
バ
横
ニ
ア
タ
リ
、
主
ニ
ア
タ
ル
ベ
キ
ヲ
バ
主
ニ
ア
タ
リ
テ
、
相
音
ニ
謡
ウ
ベ
キ
ヲ
バ
地
声
ニ
シ

テ
、
次
第
梯
登
ニ
、
習
道
ノ
稽
古
ニ
至
ル
ベ
シ
。
習
道
ト
者
是
マ
デ
也
。
此
上
ハ
不
伝
ノ
曲
分
也
。

『
八
帖
本
花
伝
書
』
三
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』）

わ
う
じ
ゆ
の
字
は
、
わ
う
は
横
也
、
じ
ゆ
の
字
は
竪
な
り
。
さ
れ
ば
、
彼
二
字
、
心
持
肝
要
也
。
横
の
声
を
ば
太
く
、
竪
の
声
を
ば
細
く
、
謡
候
也
。

か
く
の
ご
と
く
謡
候
へ
ば
、
声
を
助
け
、
息
を
助
け
候
な
り
。
此
横
竪
の
心
に
て
、
何
れ
の
謡
に
も
尤
な
り
。

『
音
曲
玉
淵
集
』
三
「
一　

声
の
横
竪
の
事
」（
昭
和
五
十
年
臨
川
書
店
復
刻
刊
）

一
人
う
た
ふ
時
は
竪
の
声
を
つ
か
ふ
て
幅
せ
ば
か
ら
ぬ
や
う
に
謡
へ
し
。
同
音
の
所
は
横
の
声
を
専
ら
に
諷
ふ
へ
し
。
竪
の
声
は
か
り
に
て
は
同
音

そ
ろ
は
ぬ
も
の
な
り
。

『
同
右
』
三
「
一　

横
竪
之
事　
　

経
緯
ト
モ
」

此
横
竪
の
事
は
音
曲
の
上
に
て
尤
委
し
く
吟
味
す
へ
き
事
な
り
。
謡
の
拍
子
有
所
は
い
ふ
に
及
は
す
、
詞
・
問
答
・
文
・
く
ど
き
、
全
体
の
文
句
に

悉
く
有
。
其
外
、
笛
・
鼓
・
太
鼓
等
に
も
各
備
は
り
有
事
に
て
、
此
一
道
首
尾
始
末
、
横
竪
の
は
つ
る
ゝ
事
は
な
し
。
本
よ
り
天
地
の
間
に
物
と
し
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て
横
竪
な
き
事
な
き
道
理
な
れ
は
、
珍
ら
し
か
ら
ぬ
事
也
。
た
と
へ
は
正
直
と
い
ふ
も
正
は
横
、
直
は
竪
な
り
。
た
て
よ
こ
偏
ら
ぬ
を
正
直
と
い
ふ

か
如
し
。
扨
、
謡
曲
の
上
に
付
て
い
は
ゞ
、

　

竪　

大
鼓　
　
　
　
　
　

横　

小
鼓

り
く
そ
う
い
ま
た　
　
　

あ
け
さ
る
に　
　
　

ふ
し
な
き
時
の
陰
陽
な
り

　

陰　
　
　
　
　
　
　
　
　

陽

音
声
ノ
竪　
　
　
　
　
　

音
声
ノ
横

り
く
そ
う
い
ま
た　
　
　

あ
け
さ
る
に　
　
　

是
は
曲
舞
か
ゝ
り
の
音
声
な
り

た
か
ひ
に
か
け
を　
　
　

み
つ
か
ゝ
み

お
も
て
を
な
ら
へ　
　
　

そ
て
を
か
け

　

陽　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰

　

甲　

上
音　

ハ
ル　
　
　

乙　

下
音　

メ
ル

　

超　

ウ
ク　
　
　
　
　
　

伏　

シ
ツ
ム

右
の
通
り
に
て
、
是
を
は
た
物
に
た
と
ふ
れ
は
、
竪
糸
は
台
に
は
り
て
か
け
置
、
横
糸
は
梭
に
て
運
動
す
。
う
た
ひ
は
文
字
を
竪
に
し
、
ふ
し
を
横

糸
に
し
て
、
是
を
織
た
つ
る
は
即
ち
音
声
な
り
。
織
や
う
或
は
は
り
過
、
或
は
た
る
み
あ
れ
は
、
地
村
あ
り
て
染
色
ま
て
悪
し
。
諷
も
其
如
く
菟
角

む
ら
な
き
を
肝
要
と
す
。
そ
れ
故
、
大
鼓
の
間
を
お
も
き
や
う
に
諷
ふ
と
教
ゆ
る
は
、
竪
の
間
は
ハ
ル
ふ
し
多
く
は
し
り
安
き
故
に
是
を
抑
ゆ
る
心

な
り
。
小
鼓
の
間
を
軽
き
や
う
に
と
教
ゆ
る
は
、
横
の
間
は
下
の
ふ
し
多
く
居
つ
き
安
き
故
に
是
を
引
立
る
心
な
り
。
惣
し
て
文
句
・
拍
子
の
陰
へ

は
音
声
の
陽
を
付
テ
、
文
句
・
拍
子
の
陽
へ
は
音
声
の
陰
を
合
す
。
是
曲
舞
か
ゝ
り
に
て
、
陰
陽
和
合
し
、
文
句
・
ふ
し
の
糸
を
音
声
村
な
く
織
出

せ
る
な
り
。
陽
中
の
陰
、
陰
中
の
陽
と
論
し
、
又
ハ甲ル
は
メ乙ル
、
乙メ

ル

は
甲ハ

ル

と
を
し
ゆ
る
も
皆
此
道
理
也
。
勿
論
拍
子
の
所
は
か
り
に
あ
ら
す
、
或
は

ふ
み
・
く
ど
き
な
と
の
ご
と
き
、
音
声
の
伏
て
居
つ
き
安
き
所
に
て
は
起
し
て
ハ
ル
気
を
ふ
く
み
、
或
は
上
端
又
ク
ル
ふ
し
な
と
の
甲
音
に
の
ほ
り

や
す
き
所
に
て
は
乙
の
抑
ゆ
る
心
を
持
て
謡
は
し
む
る
、
皆
此
故
な
り
。
又
曰
、
文
字
の
大
き
成
を
き
ら
ひ
、
長
き
を
嫌
ふ
も
是
皆
文
字
の
し
ま
ら

ぬ
故
な
り
。
し
ま
ら
ぬ
文
字
は
浮
、
是
衣
織
手
の
下
手
也
〈
文
字
の
長
き
も
息
の
た
る
む
故
な
り
。
う
た
ひ
出
し
は
猶
以
長
き
を
嫌
ふ
。
但
の
る
所
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は
各
別
〉。
但
ふ
し
に
て
持
引
は
各
別
に
て
、又
う
く
ふ
し
は
有
事
也
。
是
は
謡
の
紋
と
も
成
所
有
。
惣
し
て
諷
ふ
内
に
文
字
ヲ
専
に
う
た
ふ
所
と
ふ

い
し
を
専
に
謡
ふ
所
の
わ
か
ち
を
弁
ふ
へ
し
。

た
と
へ
は
絹
布
を
織
に
、
経
の
糸
よ
り
緯
の
糸
は
お
も
め
軽
し
。
経
緯
同
し
お
も
め
に
て
織
時
は
、
ぬ
き
か
ち
て
地
あ
ひ
そ
ろ
は
す
。
謡
ひ
の
文
句

七
五
の
文
字
の
内
、
七
文
字
を
大
鼓
の
間
に
付
合
、
五
文
字
を
小
鼓
の
間
に
付
る
事
、
尤
至
極
、
是
に
て
陰
陽
た
て
ぬ
き
の
わ
か
ち
分
明
に
知
へ
し
。

 

声
あ
や
を
な
す

『
音
曲
口
伝
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』）

毛
詩
云
、

情
発
於
声
、
声
成
文
、
謂
之
音
。

『
八
帖
本
花
伝
書
』
三
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』）

又
、
声
、
文
を
な
す
と
言
ふ
事
あ
り
。
こ
れ
も
横
竪
な
り
。
そ
の
謂
は
、
声
の
色
を
も
つ
て
、
謡
に
文
を
付
く
る
な
り
。
織
物
、
織
筋
は
色
々
の
色

を
織
る
物
な
り
。
あ
や
の
文
と
言
ふ
、
白
き
上
に
文
を
織
り
、
浅
黄
の
上
に
同
じ
浅
黄
に
て
文
を
織
り
、
唐
茶
の
色
に
て
ま
た
其
上
に
、
同
じ
色
に

て
紋
を
付
く
り
た
れ
ば
、
此
謡
も
、
同
声
を
二
つ
に
分
け
て
、
竪
・
横
を
謡
ひ
候
へ
ば
、
文
を
付
く
る
故
に
、
声
文
を
な
す
と
言
へ
り
。

 

四
寸
六
寸
・
六
寸
四
寸
の
位

『
八
帖
本
花
伝
書
』
三
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』）

一　

節
に
矩
の
位
と
い
ふ
事
有
。
右
の
上
下
の
心
也
。
文
字
移
り
に
、
前
を
長
く
引
は
、
後
を
詰
む
る
。
前
を
寄
す
れ
ば
、
後
を
長
く
引
く
は
、
四

寸
六
寸
の
位
と
言
へ
り
。
こ
れ
は
、
字
積
り
の
、
心
の
矩
な
る
に
よ
り
て
、
矩
の
位
と
云
。
例
へ
ば
、
六
寸
と
六
寸
と
合
は
せ
候
へ
ば
、
尺
に
外
れ

候
。
謡
も
前
を
引
き
、
又
、
面
白
が
ら
せ
て
後
を
も
引
ば
、
六
寸
と
六
寸
に
成
候
て
、
謡
し
だ
る
し
。
此
、
用
心
の
矩
也
。
然
に
よ
り
て
、
六
寸
四

寸
に
謡
候
へ
ば
、
尺
に
合
ふ
也
。
か
る
が
故
に
よ
つ
て
な
り
。
長
き
を
陽
と
し
、
短
き
を
陰
と
定
め
、
陰
陽
和
合
の
心
な
り
。
例
へ
ば
、
春
の
日
長

け
れ
ば
、
冬
の
日
短
し
。
世
間
も
一
年
の
内
に
、
長
き
季
と
短
き
季
と
合
は
せ
て
、
陰
陽
和
合
と
見
え
た
り
。
又
曰
く
、
此
節
を
長
短
の
節
と
も
云

也
。
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『
音
曲
玉
淵
集
』
三
「
一　

矩
の
位
の
事
」（
昭
和
五
十
年
臨
川
書
店
復
刻
刊
）

第
一
文
字
を
双
へ
平
等
に
は
謡
は
ぬ
事
な
り
。
又
前
の
字
を
伸
れ
は
後
の
字
を
ひ
ろ
ひ
、
又
前
の
字
を
拾
へ
は
後
の
字
を
伸
る
な
り
。
是
を
四
寸
六

寸
と
も
六
寸
四
寸
の
位
と
も
、
昔
よ
り
の
定
格
也
。
是
を
長
短
の
ふ
し
と
も
い
ひ
て
、
文
字
つ
も
り
の
心
の
矩
也
。
人
に
面
白
か
ら
せ
ん
と
て
、
前

の
字
を
伸
て
、
又
後
の
字
を
も
寸
法
な
し
に
の
ぶ
れ
は
、
一
尺
二
寸
に
な
り
て
伸
過
、
尺
に
あ
は
ず
し
た
る
く
、
も
と
よ
り
程
拍
子
に
も
は
つ
る
ゝ

な
り
。

 

一
字
つ
め
二
字
つ
め

『
八
帖
本
花
伝
書
』
三
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』）

一　

謡
に
一
字
詰
め
・
二
字
詰
め
と
言
ふ
事
は
、
一
字
詰
め
て
二
字
延
ぶ
る
を
一
字
詰
め
と
云
。
又
、
二
字
詰
め
て
一
字
延
ぶ
る
を
二
字
詰
め
と
言

へ
り
。
三
な
が
ら
延
ぶ
る
事
、
寸
に
延
び
、
心
の
矩
に
外
る
ゝ
に
よ
り
、
謡
し
だ
る
し
。
返
す
〴
〵
嫌
ふ
也
。

『
音
曲
玉
淵
集
』
五
「
一　

一
字
つ
め
二
字
つ
め
の
事
」（
昭
和
五
十
年
臨
川
書
店
復
刻
刊
）

花
伝
書
ニ
、
一
字
つ
め
て
二
字
伸
る
を
一
字
つ
め
と
い
ひ
、
二
字
つ
め
て
一
字
伸
る
を
二
字
つ
め
と
い
ふ
。
三
字
な
か
ら
の
ふ
る
事
、
寸
に
伸
過
、

心
の
矩
に
は
つ
れ
、
諷
し
た
る
し
。
嫌
ふ
事
な
り
。

楊
（
楊
貴
妃
）　

△
かツ

ム
ルり
に引

人
界
に　
　
　
　

ウ
ト
フ　

△
中ツ
ム
ル

に引

む
さ
ん
や
な

是
は
二
字
つ
め
也
。
但
、
か
り
ト
よ
す
る
に
は
非
ス
。
一
字
引
て
拍
子
ニ
持
合
ス
。

姥
（
姨
捨
）　

△
たツ

ム
ル

つ持

や引

な
み
木
の　
　
　
　

三
（
三
井
寺
）　

△
あツ
ム
ル

か
ぬ引

わ
か
れ
の
鳥
は

是
は
一
字
詰
也
。
但
、
た
つ
ト
ヨ
ス
ル
ニ
非
ス
。
つ
ノ
字
ヲ
少
持
、
や
ノ
字
ヲ
引
て
拍
子
ニ
持
合
ス
。

又
、
句
切
の
い
ひ
は
な
し
に
二
字
詰
と
い
ふ
事
有
。
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千
（
千
手
）　

△
今
は
あ
つ
さ
弓
。
よ
し
ち
か
ら
な
し
重
ひ
ら
も

是
も
弓
ト
よ
す
る
に
は
非
ス
。
弓
ノ
ミ
、
重
衡
も
ノ
も
、
息
の
余
ら
ぬ
様
に
つ
め
て
、
句
を
切
、
次
へ
う
つ
る
也
。
但
、
弓
ト
い
ふ
所
の
チ
ホ
に

少
味
ひ
有
。

（
恵
阪 

悟
）




