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第
二
十
四
条　

謡
ふ
時
身
の
持
ち
様

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】　

　
　
　

第
二
十
四　

謡
時
身
の
持
や
う

先
ゑ
も
ん
は
う
ら
つ
に
着
る
事
な
か
れ
。
衣
装
善
悪
に
ハ
よ
ら
す
、
前
方
よ
り
も
引
つ
く
ら
ふ
て
置
へ
し
。
座
に
な
を
り
て
、
け
し
か

ら
す
引
つ
く
ろ
ふ
ハ
大
き
に
見
苦
敷
物
也
。
扨
正
座
し
て
、
ひ
さ
を
能
定
め
て
胴
を
す
へ
、
身
を
す
く
め
す
、
乍
去
の
つ
け
に
そ
り
か

へ
る
事
に
ハ
あ
ら
す
、
す
こ
し
か
し
ら
を
さ
く
る
心
に
、
ひ
た
ひ
に
心
を
付
物
也
。
大
て
い
シ
テ
ワ
キ
ハ
指
向
物
也
。
し
ぜ
ん
す
し
む

か
ひ
な
り
と
も
、
其
あ
ひ
う
た
ひ
の
方
へ
こ
ゝ
ろ
を
く
は
つ
て
う
た
ふ
物
也
。
又
其
相
う
た
ひ
の
方
へ
居
な
を
る
事
も
く
る
し
か
ら

す
。
と
か
く
い
つ
れ
に
て
も
、
あ
ま
り
人
の
目
に
た
ゝ
ぬ
や
う
に
可
被
成
候
。
扇
の
持
様
、
左
の
手
を
ひ
ざ
に
を
さ
め
、
右
に
持
て
、

あ
ふ
き
の
す
へ
を
た
ゝ
ミ
に
付
る
事
、
常
の
習
ひ
な
り
。
或
ハ
又
あ
ふ
き
を
左
の
ひ
さ
の
上
の
手
に
う
つ
し
て
う
た
ふ
、
く
る
し
か
ら

す
候
。
只
た
し
な
む
へ
き
ハ
、
顔
の
見
苦
敷
か
ら
ぬ
①
専
一
に
候
。

秘
事
に
い
わ
く
、
我
目
の
見
付
た
る
む
か
ふ
よ
り
、
我
は
な
の
さ
き
へ
、
た
と
へ
ハ
糸
を
は
り
て
引
か
こ
と
く
の
心
持
と
い
へ
り
。
つ

よ
く
引
は
糸
き
れ
候
。
よ
ハ
く
引
は
糸
た
る
ミ
申
候
。
只
た
る
ま
す
し
て
、ゆ
た
か
に
な
る
こ
ゝ
ろ
持
に
う
た
ひ
申
せ
と
の
お
し
へ
に

て
御
座
候
。
本
よ
り
す
く
れ
た
る
貴
人
の
御
前
な
と
に
て
う
た
へ
と
仰
く
た
さ
る
ゝ
時
ハ
、
御
ゆ
る
し
な
け
れ
ハ
、
か
し
ら
を
上
て
ハ
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う
た
ハ
ぬ
事
に
候
。

【
校
異
】

①　

専
一
―
第
一
（
鴻
）

【
現
代
語
訳
】

第
二
十
四　

謡
を
う
た
う
時
の
身
体
の
あ
り
方

ま
ず
、着
物
を
い
い
加
減
に
着
て
は
い
け
な
い
。
衣
装
の
良
し
悪
し
に
関
わ
ら
ず
、あ
ら
か
じ
め
綺
麗
に
整
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

所
定
の
座
に
着
座
し
て
か
ら
懸
命
に
整
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
と
て
も
見
苦
し
い
も
の
だ
。

さ
て
、
正
座
す
る
際
は
、
膝
の
開
き
を
決
め
て
上
体
を
落
ち
着
け
る
が
、
前
屈
み
に
な
る
の
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
仰
向
け
に
上
体

を
反
ら
す
わ
け
で
も
な
い
。
少
し
頭
を
下
げ
る
よ
う
に
し
て
、
額
の
あ
た
り
に
意
識
を
集
中
し
て
お
く
の
で
あ
る
。

（
素
謡
の
時
は
）
シ
テ
や
ワ
キ
を
う
た
う
場
合
は
向
か
い
合
っ
て
息
を
合
わ
せ
る
相
手
が
い
る
。
地
謡
の
場
合
は
そ
れ
ら
の
役
と
は

斜
め
向
か
い
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
時
は
同
吟
し
て
い
る
他
の
地
謡
役
に
気
を
配
っ
て
う
た
う
も
の
で
、
隣
の
人
物
の
方
へ
向
い

て
座
り
直
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
ど
の
よ
う
な
場
合
も
、
あ
ま
り
人
の
目
に
付
く
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
。

扇
の
持
ち
方
は
、
左
手
は
膝
の
上
に
置
き
、
右
手
に
持
っ
て
、
扇
の
地
紙
の
先
を
畳
に
付
け
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
あ
る
い
は
扇
の

末
を
左
手
で
受
け
る
よ
う
に
持
っ
て
う
た
っ
て
も
よ
い
。
心
掛
け
る
べ
き
こ
と
は
、う
た
っ
て
い
る
時
の
顔
形
が
見
苦
し
く
な
い
よ
う

に
気
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

秘
事
に
言
い
伝
え
る
と
こ
ろ
は
、（
身
体
の
あ
り
方
は
）
見
つ
め
て
い
る
向
こ
う
か
ら
自
身
の
鼻
先
に
糸
を
張
り
、
そ
の
糸
を
引
く
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よ
う
な
心
持
ち
で
あ
る
と
い
う
。
強
く
引
け
ば
糸
は
切
れ
て
し
ま
い
、
弱
い
と
糸
が
た
る
ん
で
し
ま
う
。
糸
が
た
る
む
こ
と
な
く
、
安

定
し
た
状
態
に
あ
る
心
で
う
た
う
の
が
よ
い
の
と
教
え
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、極
め
て
身
分
の
高
い
方
々
の
御
前
で

「
う
た
え
」
と
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
時
は
、
お
許
し
が
な
け
れ
ば
頭
を
上
げ
て
う
た
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

衆
目
の
前
で
謡
を
う
た
う
際
の
注
意
に
つ
い
て
説
く
一
条
で
あ
る
。
服
装
・
着
座
・
扇
の
持
ち
方
・
姿
勢
な
ど
の
諸
点
に
対
す
る
事

柄
を
述
べ
る
が
、
先
行
す
る
謡
伝
書
を
受
け
た
内
容
と
、『
う
た
ひ
鏡
』
を
嚆
矢
と
す
る
説
が
合
わ
せ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
書

か
れ
る
着
衣
を
整
え
て
お
く
こ
と
や
着
座
の
姿
勢
に
対
す
る
注
意
は
、『
八
帖
本
花
伝
書
』
の
能
の
出
立
や
舞
台
に
出
る
直
前
の
幕
内

の
身
拵
え
に
関
す
る
記
述
に
、
近
似
し
た
表
現
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
直
接
的
関
連
は
な
い
も
の
の
、『
能
覚
書
』（
彦
根

城
博
物
館
寄
託
喜
多
流
能
伝
書
。
江
戸
初
期
）
や
、同
書
の
説
を
引
く
九
世
喜
多
七
大
夫
古
能
の
『
寿
福
抄
』
な
ど
に
能
の
立
方
の
身

体
論
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
本
条
と
似
た
説
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
立
方
の
身
体
説
が
本
条
記
述
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

謡
を
う
た
う
際
の
注
意
点
を
述
べ
た
箇
所
は
、
現
在
の
よ
う
に
全
員
が
同
じ
向
き
に
着
座
す
る
の
で
は
な
く
、
向
か
い
合
っ
て
着
座

す
る
こ
と
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
謡
講
な
ど
を
前
提
と
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
参
考
に
示
し
た

「
謡
講
の
図
」
を
見
る
と
、
座
敷
の
右
奥
に
シ
テ
役
、
そ
れ
に
向
か
い
合
う
場
所
に
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
（
あ
る
い
は
ツ
レ
か
）
の
各
役

が
着
座
し
て
い
る
。
ま
た
手
前
側
に
居
並
ん
で
い
る
の
が
地
謡
で
、
左
の
二
人
は
右
隣
り
の
人
物
の
方
を
向
い
て
お
り
、
ま
さ
に
本
条

に
合
致
す
る
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
絵
図
は
江
戸
後
期
刊
の
小
謡
本
の
挿
絵
で
、
つ
ま
り
本
条
に
説
か
れ
た
素
謡
の
場

の
慣
行
は
、
江
戸
期
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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う
た
う
際
の
扇
の
持
ち
方
は
、
右
手
に
持
っ
て
扇
の
先
を
床
に
つ
け
る
持
ち
方

と
、
膝
の
上
で
両
手
に
持
つ
持
ち
方
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
と
す
る
の
は
、『
う
た
ひ

鏡
』が
編
ま
れ
た
江
戸
初
期
頃
は
そ
う
し
た
約
束
事
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
思

わ
せ
る
が
、
現
在
の
能
楽
シ
テ
方
五
流
で
は
、
流
派
に
よ
り
い
ず
れ
か
の
持
ち
方
に

決
め
ら
れ
て
い
る
。

最
後
の
「
秘
事
に
い
は
く
」
の
一
節
は
、
前
後
に
体
を
揺
す
る
こ
と
な
く
安
定
し

た
姿
勢
で
、「
豊
か
」（
気
が
充
足
し
て
い
る
こ
と
か
）
な
心
持
ち
で
う
た
う
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
の
教
え
を
、
糸
の
張
り
の
強
弱
を
例
に
説
い
て
い
る
が
、
先
行
す
る

謡
伝
書
『
五
音　

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

既
に
同
様
の
説
が
見
え
て
い
る
。
た
だ
し
一
部
文
言
に
出
入
り
が
あ
り
、『
う
た
ひ

鏡
』
本
文
の
方
が
具
体
性
を
意
識
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、後
出
の
伝
書

と
し
て
『
音
曲
玉
淵
集
』
に
類
似
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
本
文
は
『
う

た
ひ
鏡
』
よ
り
も
『
観
世
道
見
書
物
』
に
近
い
。

「謡講の図」（『万葉小謡千秋楽』に拠る）
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【
参
考
・
関
連
資
料
（
抄
）】

 
ゑ
も
ん
は
う
ら
つ
に   

ひ
き
つ
く
ら
ふ
て   

胴
を
す
へ

『
八
帖
本
花
伝
書
』
五
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』）

先
、
能
と
言
ふ
本
意
は
、
面
白
き
を
本
と
す
。
仕
立
見
苦
し
け
れ
ば
、
見
所
な
し
。
衣
装
の
着
や
う
、
衣
紋
悪
し
け
れ
ば
、
そ
の
姿
見
ら
れ
ぬ
物
也
。

た
と
ひ
上
手
た
り
と
言
ふ
と
も
、
仕
立
て
悪
し
け
れ
ば
、
身
体
に
花
咲
き
が
た
し
。

『
同
右
』
五

一　

幕
の
う
ち
と
言
ふ
事
、
習
あ
り
。
是
、
出
る
時
の
顔
の
持
や
う
也
。
出
さ
ま
浅
ま
な
れ
ば
、
そ
の
能
、
果
て
ゝ
ま
で
不
出
来
成
能
也
。
出
さ
ま

さ
あ
つ
べ
け
れ
ば
、
能
、
真
に
し
て
、
後
ま
で
能
出
来
候
物
な
り
。
是
、
第
一
の
習
な
り
。
先
、
幕
際
に
臨
み
て
、
さ
て
身
形
を
直
し
、
顔
持
を
定

め
、
腰
を
据
へ
、
胴
作
り
を
構
へ
て
、
衣
紋
を
引
繕
ひ
、
さ
て
、
幕
を
上
げ
さ
せ
て
出
で
候
と
き
、
天
地
和
合
、
左
右
の
目
遣
ひ
と
い
ふ
事
有
。

『
寿
福
抄
』（『
国
立
能
楽
堂
調
査
研
究
』
3
に
翻
刻
掲
載
）

一　

腰
ハ
前
へ
張
出
し
た
る
が
よ
し
。
踵
を
強
く
踏
て
腰
を
前
へ
出
す
時
ハ
、
前
へ
ハ
取
ら
れ
ず
。
伝
書
有
之
様
ニ
と
て
、
腰
を
後
ロ
へ
引
付
れ
バ
、

腰
居
付
も
の
な
り
。
向
へ
腰
を
引
る
ゝ
時
ハ
、
腰
ハ
前
へ
出
る
な
り
。
其
上
に
て
前
へ
引
倒
さ
れ
ぬ
様
に
踵
を
強
く
踏
め
ば
、
腰
居
付
か
ず
し
て
強

し
。
是
伝
書
之
通
り
な
り
。
尤
も
腰
ハ
随
分
う
つ
む
く
が
よ
し
。
背
ニ
て
ハ
十
四
の
推
の
所
を
押
込
た
る
様
に
す
べ
し
。
腹
に
て
ハ
、
臍
の
う
つ
む

く
程
が
よ
し
。
如
此
ニ
す
れ
バ
、
必
ず
後
ロ
へ
引
け
る
も
の
な
り
。
夫
故
随
分
張
出
す
方
が
よ
し
。

一　

胴
ハ
中
が
反
り
て
前
へ
出
た
る
が
よ
し
。
臍
下
を
張
る
が
吉
と
て
下
を
張
出
せ
ば
、
胸
畳
ミ
引
な
り
、
天
突
か
鳩
尾
之
辺
引
る
も
の
な
り
。
胴

ハ
横
よ
り
見
れ
バ
、
如
此
ニ
見
ゆ
る
が
吉
。
腹
の
形
上
張
に
て
も
、
心
気
下
る
時
ハ
上
つ
り
に
は
見
え
ぬ
も
の
な
り
。

人
毎
ニ
天
突
居
付
く
も
の
な
り
。
随
分
天
突
を
張
出
し
不
居
付
様
ニ
す
べ
し
。
是
胴
作
り
の
第
一
な
り
。

一　

首
筋
ハ
上
へ
引
立
る
様
心
得
べ
し
。

一　

頭
ハ
上
へ
引
立
る
様
ニ
心
付
肝
要
な
り
。
頂
ニ
環
を
打
、
綱
を
付
て
、
上
へ
引
立
た
る
様
に
せ
よ
と
、
古
人
申
置
し
な
り
。
腮
居
付
く
か
、
兎

角
居
付
易
き
も
の
な
り
。
頭
の
骨
ニ
居
付
ぬ
様
心
掛
専
一
な
り
。
頭
と
骸
と
ハ
放
れ
た
る
と
思
ふ
程
に
て
よ
し
。
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一　

顔
ハ
随
分
柔
和
ニ
見
ゆ
る
様
ニ
す
べ
し
。
座
敷
舞
ニ
不
限
、
面
の
下
と
い
へ
共
、
柔
和
ニ
可
心
掛
。
顔
ニ
癖
有
れ
バ
、
身
ニ
癖
出
る
も
の
な
り
。

別
而
、
眉
を
左
右
へ
開
く
様
ニ
す
べ
し
。
是
第
一
な
り
。

 

秘
事
に
い
は
く

『
五
音　

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

一
、
謳
を
う
た
ふ
に
、
む
か
い
た
る
所
に
く
ぎ
を
う
ち
て
、
い
と
を
は
り
て
ひ
く
か
こ
と
く
に
謡
へ
し
、
つ
よ
く
ひ
け
は
い
と
き
る
ゝ
、
よ
は
く
ひ

け
は
た
る
み
有
、
き
れ
す
た
る
ま
す
し
て
、
ゆ
た
か
に
成
や
う
に
用
へ
し
。

『
音
曲
玉
淵
集
』
五
「
用
心
慎
み
の
条
々
」（
昭
和
五
十
年
臨
川
書
店
復
刻
刊
）

一　

謡
ふ
時
に
向
ふ
た
る
所
に
釘
を
打
、
糸
を
は
り
て
引
か
如
ク
に
諷
へ
し
。
強
く
ひ
け
は
糸
切
る
。
よ
は
く
ひ
け
は
た
る
む
な
り
。
き
れ
す
た
る

ま
ず
、
豊
か
な
る
や
う
に
心
得
へ
し
。

（
恵
阪 

悟
）


