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第
二
十
五
条　

指さ
し

・
曲
舞
・
和
歌
・
上
端
謡
ひ
様
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】　

　
　
　

第
廿
五　

指 

曲
舞 

和
哥 
上
は
謡
様
事

さ
し
声
と
一
声
の
う
た
ひ
出
し
や
う
は
、
大
や
う
同
し
声
な
れ
と
も
、
一
声
は
い
つ
れ
も
舌
の
あ
つ
か
ひ
静
に
し
て
、
声
を
目
の
下
に

て
切
事
也
。
さ
し
声
ハ
舌
の
あ
つ
か
ひ
か
ろ
く
し
て
、
ひ
た
い
の
う
ち
、
は
な
す
ち
の
通
に
て
声
を
切
。
惣
し
て
さ
し
ハ
文
字
の
は
こ

ひ
あ
さ
や
か
に
、
句
切
息
次
せ
ハ
し
か
ら
す
、
の
ひ
や
か
に
う
た
ひ
て
よ
し
。
し
ゆ
ら
か
つ
ら
、
そ
れ
〳
〵
の
か
ハ
り
め
有
と
い
へ
と

も
、
用
て
益
な
き
事
な
れ
は
略
之
。

曲
舞
の
事
。
惣
し
て
謡
ハ
声
か
体
を
持
候
に
、
曲
舞
ハ
拍
子
か
体
を
持
候
。
し
か
る
に
よ
つ
て
、
同
し
謡
の
内
に
曲
舞
と
て
舞
の
字
を

付
た
り
。
立
て
う
た
ふ
わ
さ
な
れ
ハ
、
風
体
よ
り
出
る
音
声
也
。
此
故
に
、
曲
舞
の
ふ
し
ハ
い
つ
れ
も
こ
ハ
さ
き
を
や
ハ
ら
け
て
う
た

ふ
事
に
て
御
座
候
。
文
字
の
は
こ
ひ
、
句
移
り
、
か
ろ
く
て
よ
し
。
又
拍
子
に
引
る
ゝ
故
に
、
所
々
な
ま
る
章
御
入
候
。
此
な
ま
り
ハ

拍
子
の
し
や
う
ね
を
そ
だ
て
ゝ
の
事
な
れ
ハ
、
曲
舞
の
な
ま
り
ハ
体
に
引
れ
て
な
れ
ハ
、
く
る
し
か
る
ま
し
き
也
。
謡
な
ま
り
と
い
ふ

事
、
①
（
元
来
曲
舞
よ
り
と
い
ふ
事
）、
元
来
曲
舞
よ
り
を
こ
つ
て
く
る
し
う
な
き
と
云
義
か
。
曲
舞
の
外
の
な
ま
り
ハ
い
か
ゝ
有
へ

し
と
存
候
。
曲
舞
ハ
か
く
別
の
事
也
。
余
ハ
此
曲
に
し
ゆ
ん
す
へ
か
ら
す
。
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あ
け
は
の
事
。
二
つ
有
曲
舞
、
是
を
二
段
曲
舞
と
申
て
、
な
か
き
曲
舞
に
有
事
也
。
其
子
細
ハ
、
長
き
曲
舞
ハ
う
た
ひ
に
か
な
ら
す
ふ

し
く
れ
た
ち
て
、
む
ら
出
来
す
る
事
多
し
。
其
む
ら
を
あ
ら
せ
ま
し
き
か
た
め
、
其
し
た
る
き
を
あ
け
は
に
て
な
を
さ
ん
と
の
謀
に
こ

し
ら
へ
た
る
も
の
也
。
さ
り
な
か
ら
、曲
舞
ハ
を
の
つ
か
ら
す
こ
し
ふ
し
も
文
字
の
行
や
う
も
を
も
き
や
う
に
有
事
也
。
謡
の
聞
所
ハ

此
曲
の
う
ち
な
れ
ハ
、
御
心
を
付
ら
れ
、
お
も
し
ろ
く
し
た
る
ミ
な
き
や
う
に
御
う
た
ひ
、
尤
に
候
。
二
つ
の
あ
げ
は
あ
ら
は
、
初
の

は
少
お
も
く
、
後
の
あ
け
は
は
か
な
ら
す
か
ろ
く
上
る
も
の
に
て
候
。
一
つ
あ
る
あ
け
は
、
別
義
な
し
。
其
程
、
其
拍
子
、
地
よ
り
請

取
ぎ
ハ
、
渡
し
こ
ゝ
ろ
、
肝
要
の
事
に
て
候
。
大
抵
あ
け
は
の
字
、
か
し
ら
二
字
三
字
程
ハ
、
し
つ
〳
〵
と
あ
け
、
後
の
文
字
の
ひ
き

は
な
し
、
地
へ
か
る
く
渡
し
候
。
あ
け
は
、
し
た
る
け
れ
ハ
、
地
も
し
た
る
く
な
り
申
候
。
地
は
や
く
成
時
ハ
、
上
は
に
て
お
さ
へ
申

事
不
及
申
候
。

和
哥
の
う
た
ひ
や
う
ハ
、
世
間
に
も
和
哥
を
あ
く
る
と
申
て
、
目
出
度
も
の
也
。
う
れ
い
な
る
音
声
あ
し
く
候
。
和
哥
の
音
声
、
根
本

有
事
な
れ
と
も
、
口
伝
な
ら
て
ハ
あ
ら
ハ
し
か
た
き
事
な
り
。
し
か
り
と
い
へ
と
も
、
用
て
あ
ま
り
益
な
し
。
た
ゝ
さ
ら
り
と
う
た
ひ

申
也
。
す
謡
の
時
ハ
、
拍
子
を
か
ん
か
へ
過
ぬ
を
よ
し
と
云
り
。
②
た
と
へ
ハ
鳴
物
有
時
も
、
何
と
な
く
拍
子
に
か
ま
ハ
す
、
は
し
め

ハ
か
る
〳
〵
と
う
た
ひ
出
し
、
後
に
あ
ふ
を
よ
し
と
す
。
あ
ま
り
に
う
ま
く
の
り
過
た
る
ハ
き
ら
ひ
申
候
。

【
校
異
】

①　

高
ナ
シ
。
鴻
に
よ
り
補
う
。

②　

た
と
へ
ハ
―
た
と
へ
（
鴻
）
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【
現
代
語
訳
】

第
二
十
五　

サ
シ
・
曲
舞
・
和
歌
・
上
端
の
う
た
い
方

サ
シ
と
一
声
の
う
た
い
出
し
は
、
同
じ
よ
う
な
調
子
（
高
さ
）
の
声
で
あ
る
が
、
一
声
は
舌
の
扱
い
は
そ
れ
ほ
ど
忙
し
く
は
な
く
、

ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
句
末
の
な
び
き
は
目
の
下
あ
た
り
で
切
る
の
で
あ
る
。
サ
シ
は
舌
を
よ
く
扱
っ
て
軽
や
か
に
う
た
い
、
句
末
の
な

び
き
は
眉
間
の
あ
た
り
で
切
る
も
の
で
あ
る
。
サ
シ
と
い
う
も
の
は
、
一
文
字
一
文
字
を
は
っ
き
り
と
う
た
い
、
句
の
移
り
や
息
継
ぎ

は
忙
し
く
行
わ
ず
、
の
び
の
び
と
う
た
う
の
が
よ
い
。
ま
た
修
羅
能
や
鬘
能
な
ど
曲
趣
に
応
じ
た
違
い
も
あ
る
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う

に
う
た
っ
て
も
あ
ま
り
効
果
的
で
は
な
い
の
で
、
説
明
は
省
略
す
る
。

曲
舞
に
つ
い
て
。
お
お
よ
そ
謡
と
い
う
も
の
は
声
を
土
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
曲
舞
は
拍
子
が
土
台
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

謡
事
で
は
あ
る
も
の
の
、
拍
子
を
司
る
舞
踊
の
「
舞
」
の
字
を
名
称
に
用
い
る
の
で
あ
る
。
舞
に
連
れ
て
う
た
う
も
の
で
、
姿
形
が
表

す
音
声
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
曲
舞
で
は
、
各
句
の
う
た
い
出
し
は
い
ず
れ
も
や
わ
ら
か
に
、
拍
節
感
を
強
く
出
さ
な
い
よ
う
に
う
た

う
の
で
あ
る
。
謡
の
流
れ
や
句
か
ら
句
へ
の
移
り
行
き
も
軽
々
と
し
た
印
象
に
う
た
う
の
が
よ
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、拍
子
が
謡
を

主
導
し
て
い
く
た
め
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
声
調
の
お
か
し
さ
が
出
て
き
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
拍
子
が
生
み
出
す
謡
の
面
白
さ
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
た
め
で
、
曲
舞
の
訛
り
は
土
台
（
拍
子
）
の
影
響
を
受
け
た
た
め
で
あ
る
か
ら
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
謡
訛
り
と

い
う
の
は
曲
舞
か
ら
発
生
し
た
用
語
で
あ
る
と
言
い
慣
わ
す
の
は
、
曲
舞
は
そ
の
よ
う
に
う
た
う
の
で
あ
る
か
ら
、
他
を
同
じ
よ
う
に

う
た
っ
て
も
何
も
問
題
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
曲
舞
以
外
の
謡
に
あ
る
声
調
の
訛
り
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

曲
舞
は
格
別
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
謡
は
、
同
じ
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

上
端
に
つ
い
て
。
上
端
が
二
つ
あ
る
曲
舞
を
二
段
曲
舞
と
い
っ
て
、
長
い
曲
舞
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
子
細
を
説
明
す
る
と
、

長
い
曲
舞
は
い
ず
れ
謡
が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
て
し
ま
い
、
荒
い
謡
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
荒
く
な
り

そ
う
な
謡
を
上
端
に
よ
っ
て
修
正
し
よ
う
と
す
る
考
え
の
も
と
に
作
ら
れ
た
形
式
で
あ
る
。そ
う
は
い
っ
て
も
曲
舞
は
も
と
よ
り
節
も
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謡
の
運
び
も
や
や
重
々
し
く
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
謡
の
聴
き
所
は
曲
舞
に
あ
る
の
で
、
絶
え
ず
注
意
し
て
、
面
白
く
ま
た
ゴ

ツ
ゴ
ツ
と
し
な
い
よ
う
に
う
た
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
上
端
が
二
つ
あ
る
時
は
、
最
初
の
分
は
少
し
重
く
、
後
の
分
は
軽
い
感
じ
で

音
高
を
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
上
端
が
一
つ
だ
け
の
場
合
は
特
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
な
い
が
、
う
た
い
出
し
の
音
の
高
さ
、
謡
の
運

び
方
、
地
謡
を
受
け
て
う
た
い
出
す
瞬
間
と
、
地
謡
に
渡
す
謡
の
感
覚
（
位
・
拍
率
）
は
、
上
端
に
つ
い
て
の
肝
要
の
点
で
あ
る
。
大

抵
は
、
上
端
の
文
句
の
最
初
の
二
・
三
字
は
徐
々
に
息
を
入
れ
て
う
た
い
、
句
末
の
引
き
は
軽
や
か
に
う
た
っ
て
、
地
謡
に
渡
す
の
で

あ
る
。
上
端
が
重
苦
し
く
な
る
と
、そ
れ
を
受
け
た
地
謡
も
重
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
曲
舞
の
前
半
に
地
謡
の
調

子
が
速
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
は
、
上
端
で
調
子
を
抑
え
て
引
き
戻
す
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

謡
に
お
け
る
和
歌
の
う
た
い
方
は
、
世
間
で
「
和
歌
を
上
げ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
め
で
た
く
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
愁
い
の
情
感

が
籠
っ
た
う
た
い
方
は
よ
く
な
い
。
和
歌
の
朗
誦
は
歌
道
に
お
け
る
基
が
あ
る
も
の
の
、口
伝
で
な
く
て
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
口
伝
を
知
る
こ
と
が
能
の
謡
に
そ
れ
程
有
益
な
わ
け
で
も
な
い
。
ま
ず
は
、
さ
ら
り
と
う
た
う
の
で

あ
る
。
素
謡
の
時
は
拍
子
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
さ
れ
る
。
囃
子
の
演
奏
が
あ
る
場
合
で
も
、拍
子
を
あ
ま
り
意
識
せ

ず
自
由
な
気
持
ち
で
う
た
い
出
し
て
、
や
が
て
拍
子
に
合
わ
せ
て
い
く
の
が
よ
い
。
最
初
か
ら
き
っ
ち
り
拍
子
に
合
い
過
ぎ
る
の
は
、

つ
ま
ら
な
い
謡
で
あ
る
。

【
解
説
】

謡
の
小
段
の
う
ち
サ
シ
・
一
セ
イ
・
ク
セ
、
ま
た
ク
セ
の
中
に
あ
る
上
端
、
さ
ら
に
謡
曲
中
の
和
歌
の
う
た
い
方
に
つ
い
て
の
様
々

な
心
得
を
説
い
た
一
条
で
あ
る
。
先
行
す
る
『
八
帖
本
花
伝
書
』
な
ど
に
重
な
る
説
も
あ
る
が
、独
自
の
説
明
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
。

最
初
の
さ
し
声
（
サ
シ
）・
一
セ
イ
に
関
す
る
説
は
、
発
声
を
類
似
の
も
の
と
し
つ
つ
滑
舌
や
声
の
な
び
き
に
う
た
い
分
け
が
あ
る
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こ
と
を
説
く
が
、先
行
す
る
他
の
謡
伝
書
に
前
例
の
な
い
内
容
で
あ
る
（
さ
し
声
の
説
は
後
出
の
謡
伝
書
で
あ
る
『
音
曲
玉
淵
集
』
に

見
え
る
）。
こ
う
し
た
う
た
い
分
け
を
説
い
て
い
る
の
は
、
一
セ
イ
と
サ
シ
は
シ
テ
の
登
場
段
に
連
続
し
て
う
た
わ
れ
る
こ
と
が
多
く

同
じ
乗
ら
ぬ
謡
で
あ
る
も
の
の
、謡
実
践
の
場
に
お
い
て
は
両
者
に
う
た
い
方
の
差
異
の
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
ま
た
一
セ
イ
は
「
こ
ゑ
を
目
の
下
に
て
切
」
り
、
サ
シ
は
「
ひ
た
い
の
う
ち
、
は
な
す
ぢ
の
通
に
て
声
を
切
」
る
と
あ
る
の
は
難

解
な
箇
所
で
あ
る
が
、『
八
帖
本
花
伝
書
』
に
雅
楽
の
十
二
調
子
を
応
用
し
て
、
声
の
響
く
身
体
の
部
位
に
応
じ
て
目
は
双
調
、
額
は

盤
渉
、
鼻
筋
は
平
調
な
ど
の
よ
う
に
音
階
を
配
当
す
る
説
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
先
行
説
を
受
け
て
句
末
の
な
び
き
を
ど
の

程
度
の
音
高
で
う
た
い
止
め
る
か
を
説
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
一
セ
イ
は
双
調
の
下
の
音
階
で
あ
る
下
無
、
サ
シ
は
平
調
か
ら
盤
渉
の

音
高
が
、
な
び
き
の
声
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
説
と
な
る
。
さ
ら
に
、
近
代
以
前
の
能
に
関
す
る
言
説
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
身
体
内
部
の
声
の
共
鳴
に
つ
い
て
述
べ
た
と
捉
え
う
る
可
能
性
も
あ
る
。
謡
の
発
声
に
関
す
る
説
で
は
な
い
も
の
の
、
柴

田
耕
頴
著
『
発
声
法
』（
昭
和
六
十
年
、
邦
楽
芸
術
社
）
に
、
頭
骨
内
部
の
声
の
共
鳴
に
関
す
る
説
明
が
載
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
示
さ
れ

た
図
に
あ
る
「
篩
骨
洞
」
が
「
目
の
下
」、「
前
額
洞
」
が
「
ひ
た
い
の
う
ち
」、「
中
鼻
隔
」
が
「
は
な
す
ぢ
の
通
」
に
該
当
し
て
お

り
、
も
し
こ
の
よ
う
な
声
の
共
鳴
に
関
す
る
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
当
該
箇
所
は
先
進
的
で
他
に

類
を
見
な
い
説
を
述
べ
た
も
の
に
な
る
（
右
資
料
に
つ
い
て
丹
羽
幸
江
氏
の
ご
教
示
を
得
た
）。
な
お
、
謡
の
声
の
共
鳴
に
つ
い
て
の

論
は
、
齋
藤
香
村
「
声
帯
と
共
鳴
機
関
」（『
謡
曲
声
の
出
し
方
と
仮
名
扱
ひ
』
大
正
七
年
、
能
楽
通
信
社
）
が
早
期
の
例
と
思
わ
れ
る

が
、『
う
た
ひ
鏡
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
で
は
な
い
。

曲
舞
（
ク
セ
）
に
つ
い
て
説
く
箇
所
は
、大
本
で
あ
る
世
阿
弥
伝
書
『
音
曲
口
伝
』
を
受
け
た
記
述
が
後
の
謡
伝
書
に
見
ら
れ
る
が
、

大
半
は
そ
れ
ら
と
同
じ
で
あ
る
。
元
来
曲
舞
は
能
と
は
別
の
芸
能
で
あ
り
、
拍
子
を
重
視
し
た
立
舞
と
音
曲
が
演
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
、

そ
れ
を
観
阿
弥
が
猿
楽
（
す
な
わ
ち
能
）
に
持
ち
込
み
本
来
の
猿
楽
音
曲
で
あ
る
小
歌
節
と
合
わ
せ
る
こ
と
で
猿
楽
独
自
の
曲
舞
を
作

り
上
げ
た
。
世
阿
弥
は
そ
れ
に
つ
い
て
、『
音
曲
口
伝
』
の
中
で
「
曲
舞
を
和
ら
げ
て
、
小
歌
節
を
交
へ
て
謡
へ
ば
」「
曲
舞
節
の
硬
き

を
和
ら
げ
て
、
小
歌
節
に
な
り
ゆ
く
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
作
者
は
そ
の
言
を
「
曲
舞
の
ふ
し
ハ
い
つ
れ
も
こ
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ハ
さ
き
を
や
ハ
ら
け
て
う
た
ふ
」
と
理
解
し
た
よ
う
で
、「
こ
ハ
さ
き
」
は
う
た
い
出
し
の
声
の
意
で
あ
る
か
ら
（
第
二
十
八
条
参
照
）、

現
代
語
訳
に
示
し
た
よ
う
に
解
さ
れ
、
他
の
謡
伝
書
に
は
見
ら
れ
な
い
説
に
な
っ
て
い
る
。

ク
セ
の
中
で
シ
テ
が
う
た
う
上
端
の
機
能
に
つ
い
て
は
『
音
曲
口
伝
』
に
は
見
え
ず
、後
の
謡
伝
書
で
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の

で
、『
う
た
ひ
鏡
』
は
『
八
帖
本
花
伝
書
』
に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
拠
り
つ
つ
、
独
自
の
論
を
構
成
し
て
い
る
。
曲
舞
は
そ
も
そ
も
の

文
章
や
節
付
が
重
々
し
く
、
二
段
曲
舞
な
ど
は
文
章
が
長
大
で
、
う
た
い
進
め
る
う
ち
に
「
ふ
し
く
れ
だ
ち
て
、
む
ら
出
来
す
る
」
こ

と
が
多
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
曲
舞
謡
の
難
点
は
「
し
た
る
き
」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、前
の
曲
舞
の
説
を
参
照
す
れ
ば
難
点
の
具
体

相
は
拍
節
感
が
強
く
出
過
ぎ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、そ
れ
を
軽
々
と
し
た
謡
に
戻
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
二
つ
の
上
端
で
あ
る
と

す
る
。
ま
た
、
ク
セ
が
一
曲
の
聞
き
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
荒
く
な
ら
な
い
よ
う
に
面
白
く
う
た
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
く
の
は
、
他

の
謡
伝
書
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

最
後
の
和
歌
に
関
す
る
説
も
、『
八
帖
本
花
伝
書
』
な
ど
の
先
行
説
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
前
半
は
独
自
の
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
い

う
和
歌
は
、
本
文
に
「
世
間
に
も
和
哥
を
あ
く
る
」「
和
哥
の
音
声
、
根
本
有
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
段
の
こ
と
で
は
な
く
韻

文
文
芸
の
和
歌
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
、「
和
哥
の
音
声
」
は
和
歌
披
講
の
朗
誦
法
で
あ
る
ら
し
い
（
第
十
五
条
参
照
）。
し
か
し
、
朗

誦
法
は
口
伝
で
あ
り
か
つ
謡
曲
に
は
有
用
で
は
な
い
と
し
て
、先
行
説
に
見
ら
れ
る
謡
曲
詞
章
と
し
て
の
和
歌
の
う
た
い
方
に
筆
を
進

め
る
。
も
っ
と
も
『
八
帖
本
花
伝
書
』
が
能
の
演
技
に
お
け
る
和
歌
の
う
た
い
方
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
う
た
ひ
鏡
』
は
素

謡
に
つ
い
て
述
べ
る
点
に
違
い
が
あ
る
。

【
参
考
・
関
連
資
料
（
抄
）】

 

さ
し
声   

一
声

『
八
帖
本
花
伝
書
』
二
（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』）

一　

双
調
と
い
つ
ぱ
、
め
で
た
き
調
子
な
り
。
則
、
春
三
月
の
調
子
に
定
。
方
角
に
取
る
時
は
、
東
。
人
の
五
臓
に
取
時
は
、
肝
の
臓
。
其
色
、
青
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し
。
味
ひ
は
、
酸
き
味
也
。
木
性
と
こ
れ
を
定
め
、
眼
に
通
る
調
子
な
り
。

一　

五
調
子
吟
ず
る
様
の
事
。
右
の
手
の
人
指
指
に
て
吟
ず
る
と
き
、
鼻
へ
響
け
ば
黄
鐘
也
。

一　

鼻
筋
へ
響
け
ば
平
調
な
り
。

一　

額
に
響
け
ば
盤
渉
也
。

一　

耳
へ
響
け
ば
一
越
調
な
り
。
常
に
物
言
ふ
声
は
双
調
な
り
。
大
方
、
如
此
。

『
十
二
調
子
事
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
拠
る
）

恩
徳
院
之
御
撰
云

正
。
鳧
鐘
調
〈
甲
寅
〉　

二
。
雙
調
〈
乙
卯
〉　

三
。
上
無
調
〈
戊
辰
〉　

四
。
断
吟
調
〈
己
巳
〉

五
。
黄
鐘
調
〈
丙
午
〉　

六
。
一
越
調
〈
丁
未
／
己
未
〉　

七
。
勝
絶
調
〈
庚
申
〉　

八
。
平
調
〈
辛
酉
〉

九
。
下
無
調
〈
戊
戌
〉　

十
。
神
仙
〈
己
亥
〉　

十
一
。
盤
渉
調
〈
壬
子
〉　

十
二
。
鸞
鐘
調
〈
癸
丑
／
己
丑
〉

　
　

此
内
丁
未
己
未
ヲ
ハ
一
ト
可
意
得
〈
癸
丑
己
丑
又
如
斯
〉
日
モ
時
モ
皆
如
此
可
意
得
也

　

※  

十
二
律
は
壱
越
を
基
本
と
し
て
、
断
金
・
平
調
・
勝
絶
・
下
無
・
双
調
・
鳧
鐘
・
黄
鐘
・
鸞
鐘
・
盤
渉
・
神
仙
・
上
無
と
音
階
が
上
が
っ
て
い

く
。

『
音
曲
玉
淵
集
』「
一　

響
の
事
」（
昭
和
五
十
年
臨
川
書
店
復
刻
刊
）

響
き
は
音
声
の
余
り
、
調
子
に
随
ふ
物
也
。
広
き
場
所
狭
き
場
所
に
て
謡
ふ
差
別
、
尤
此
ひ
ゞ
き
に
有
。
縦
令
丹
田
よ
り
声
を
出
し
幅
を
う
た
ふ
と

も
、
響
き
を
少
上
へ
ひ
ゞ
く
や
う
に
心
得
へ
し
。
胴
よ
り
声
の
出
る
事
は
か
り
思
ひ
て
は
、
上
音
の
所
乙
入
て
音
曲
さ
え
ぬ
物
な
り
。
又
乙
入
を
嫌

ふ
て
上
へ
ひ
ゞ
く
事
斗
思
は
ゝ
、
上
ざ
す
へ
し
。
此
堺
、
別
し
て
む
つ
か
し
。
但
小
謡
道
行
待
諷
な
と
の
打
切
居
所
、
或
は
上
端
の
同
音
へ
渡
す
所

は
上
音
に
て
諷
ふ
故
、
ひ
ゞ
き
の
末
必
浮
ざ
す
物
な
り
。
か
や
う
の
所
は
少
抑
ゆ
る
心
有
へ
し
。
惣
し
て
腹
の
は
り
や
う
悪
け
れ
は
、
響
き
う
な
る

や
う
に
聞
え
、
或
は
う
め
く
や
う
に
聞
ゆ
。
又
鼻
へ
ひ
ゞ
き
〈
是
は
唇
内
の
か
な
の
つ
か
ひ
や
う
た
か
ふ
故
也
〉
或
は
牙
へ
ひ
ゞ
く
〈
口
中
の
し
ば

る
故
〉
を
き
ら
ふ
。
其
外
、
拍
子
あ
ひ
句
切
の
響
き
、
さ
し
こ
ゑ
さ
し
こ
と
の
句
切
、
文
く
ど
き
な
と
の
句
切
、
ひ
ゞ
き
の
止
や
う
あ
し
く
て
は
其
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次
の
拍
子
な
ま
る
。
又
拍
子
な
き
所
も
響
き
邪
魔
に
成
も
の
な
り
。

『
同
右
』
四
「
一　

さ
し
声
さ
し
こ
と
の
論
」

さ
し
は
瀧
の
こ
と
し
と
い
ふ
。

の
る
は
さ
し
こ
と
、
の
ら
ぬ
は
さ
し
声
と
い
ふ
。

さ
し
声
は
舌
の
あ
つ
か
ひ
軽
く
、
ひ
た
ひ
の
内
、
鼻
筋
の
通
り
に
て
息
を
切
。
惣
し
て
さ
し
は
文
字
は
こ
ひ
あ
さ
や
か
に
、
句
切
、
息
つ
き
せ
は
し

か
ら
す
。
の
ひ
や
か
に
諷
ふ
へ
し
。

　
　

さ
し
こ
ゑ
と
さ
し
こ
と
替
る
こ
と
な
れ
は
声
と
こ
と
は
に
か
は
り
有
へ
し

　
　

一
せ
い
の
う
ち
の
一
せ
い
な
と
ゝ
い
ふ
さ
し
こ
ゑ
ま
へ
に
あ
る
を
申
か

　
　

融　

み
ち
の
く
の
い
つ
く
は
あ
れ
と
さ
し
声
の
僧
は
た
ゝ
く
さ
し
こ
と
ゝ
し
れ

忠
（
忠
度
）　

△
け
に
世
を
渡
る
な
ら
ひ
と
て　

此
出
端
さ
し
こ
と
の
一
せ
い
と
云

蜑
の
呼
声

な
き
に　

内
の
一
せ
い
也　
　

抑
此
須
磨
の
浦　

さ
し
声
成
へ
し

　
（
中
略
）

一
せ
い
の
鼓
を
請
て
諷
ふ
は
さ
し
こ
と
。

打
上
鼓
落
し
て
謡
ふ
は
拍
子
切
ル
也
。　

是
さ
し
声
成
へ
し

『
同
右
』
五
「
一　

さ
し
の
事　

さ
し
は
瀧
の
如
し
と
い
ふ
」

◯
鼓
打
上
落
し
て
サ
シ
諷
ひ
出
す
な
り
。
ゆ
り
の
内
に
鼓
打
上
る
と
、
ゆ
り
仕
廻
て
打
上
る
と
、
差
別
有
。

◯
く
り
に
て
は
一
位
調
子
も
高
く
成
。
殊
に
同
音
上
づ
り
て
な
と
渡
す
を
、
そ
れ
を
請
て
ウ
カ
と
諷
出
せ
は
、
辰
巳
上
り
に
成
な
り
。
サ
シ
に
て
能

比
に
調
子
を
取
直
す
へ
し
。　

是
は
す
う
た
ひ
に
別
而
こ
ゝ
ろ
え
の
事

◯
さ
し
は
下
の
扱
ひ
軽
く
し
て
、
ひ
た
い
の
う
ち
、
鼻
筋
の
通
り
に
て
息
を
切
。
下
音
に
成
て
は
又
少
替
る
へ
し
。
惣
し
て
さ
し
は
文
字
は
こ
ひ
あ

さ
や
か
に
、
句
切
息
次
せ
は
し
か
ら
す
、
の
ひ
や
か
に
諷
ふ
へ
し
。
又
曰
、
さ
し
の
内
、
下
ル
章
字
毎
に
が
く
〳
〵
ト
下
る
も
聞
に
く
し
。
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柴
田
耕
頴
『
発
声
法
』（
昭
和
六
十
年
邦
楽
芸
術
社
刊
）

高
音
域
の
声
は
、
鼻
腔
が
共
鳴
の
主
体
と
な
り
、
其
れ
に
顎
骨
洞
、
蝶
骨
洞
、
篩
骨
洞
、
前
額
洞
、
耳
腔
等
の
、
頭
部
の
各
腔
洞
の
共
鳴
が
強
く
現

れ
る
。
顎
骨
洞
、
蝶
骨
洞
、
篩
骨
洞
に
共
鳴
し
た
場
合
は
、
眉
骨
よ
り
下
の
顔
面
、
前
額
洞
と
耳
腔
に
共
鳴
し
た
場
合
は
、
額
よ
り
上
か
後
頭
部
か

ら
声
が
聞
え
る
。

　

※
各
部
位
を
示
し
た
図
に
つ
い
て
は
同
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

曲
舞   

あ
け
は

『
音
曲
口
伝
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』）

一
、
音
曲
に
曲
舞
と
只
音
曲
と
の
分
目
を
知
事
。
曲
舞
と
申
は
、
一
道
よ
り
出
で
た
る
ゆ
へ
に
、
只
音
曲
に
は
黒
白
の
変
り
目
あ
り
。
然
者
、
文

字
に
も
「
曲
」
に
「
舞
」
を
添
へ
た
り
。
惣
名
音
曲
と
云
に
、「
曲
舞
」
と
書
た
る
を
以
て
、
別
曲
あ
り
と
は
知
る
べ
し
。

こ
の
変
り
目
と
云
は
、
曲
舞
は
拍
子
が
体
を
持
つ
也
。
只
謡
は
、
声
が
体
を
持
ち
て
、
拍
子
を
ば
用
に
添
へ
た
り
。
し
か
れ
ば
、
曲
舞
は
拍
子
が

体
を
持
つ
ゆ
へ
に
、「
舞
」
と
云
文
字
を
「
曲
」
に
添
へ
た
り
。
さ
る
程
に
曲
舞
と
言
へ
り
。
立
ち
て
謡
ふ
態
也
。
風
体
よ
り
出
づ
る
音
曲
也
。

し
か
れ
ば
、
昔
は
各
別
の
事
に
て
、
曲
舞
は
曲
舞
の
当
道
に
て
、
あ
ま
ね
く
謡
ふ
事
は
な
か
り
し
を
、
近
代
、
曲
舞
を
和
ら
げ
て
、
小
歌
節
を
交

へ
て
謡
へ
ば
、
こ
と
に
〳
〵
面
白
き
也
。
面
白
く
聞
ゆ
る
ゆ
ゑ
に
、
当
時
は
、
こ
と
さ
ら
、
小
曲
舞
の
か
ゝ
り
、
第
一
の
も
て
あ
そ
び
と
な
れ
り
。

（
中
略
）

抑
、
曲
舞
・
只
音
曲
の
分
目
と
云
は
、
曲
舞
は
拍
子
を
体
に
謡
ふ
曲
な
れ
ば
、
文
字
を
拍
子
が
持
つ
に
よ
り
て
、
文
字
も
句
移
り
も
軽
し
。
又
、

拍
子
に
引
か
る
ゝ
に
よ
つ
て
、
所
々
訛
る
声
あ
り
。
訛
れ
ど
も
、
一
か
ゝ
り
に
聞
え
て
、
面
白
き
風
聞
あ
り
。
是
、
拍
子
の
面
白
き
性
根
の
交
る
に

よ
り
て
、
少
し
訛
る
所
も
、
一
体
の
か
ゝ
り
に
聞
ゆ
る
な
り
。
是
を
曲
舞
が
か
り
の
風
聞
と
す
。

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

一　

謡
に
、
曲
舞
と
申
は
、
一
道
よ
り
出
で
た
る
故
、
た
ゞ
謡
に
は
、
黒
白
の
変
り
目
有
。
然
れ
ば
、
文
字
に
も
曲
に
も
、
舞
を
添
へ
た
り
。
惣
名

を
謡
と
い
ふ
に
、
曲
舞
と
言
ひ
た
る
を
以
前
に
曲
有
と
知
る
べ
し
。
此
変
り
と
云
は
、
曲
舞
は
、
拍
子
が
体
を
持
つ
な
り
。
た
ゞ
謡
は
、
声
が
体
を

持
つ
て
、
拍
子
を
ば
用
に
添
へ
り
。
然
れ
ば
、
曲
舞
は
拍
子
が
体
を
持
つ
故
に
、
舞
と
言
ふ
文
字
を
曲
に
添
へ
た
り
。
さ
る
程
に
曲
舞
と
言
へ
り
。
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立
て
謡
ふ
態
な
り
。
風
体
よ
り
出
る
音
声
な
り
。
然
ば
、
昔
は
を
の
〳
〵
別
の
事
に
て
、
曲
舞
は
曲
舞
の
当
道
に
て
、
普
く
謡
ふ
こ
と
は
な
か
り
し
。

近
代
、
曲
舞
を
和
ら
げ
て
、
小
謡
に
節
を
付
て
謡
へ
ば
、
殊
に
〳
〵
面
白
く
聞
ゆ
る
故
に
、
当
時
、
殊
更
、
曲
舞
の
か
ゝ
り
、
第
一
の
弄
び
と
な
れ

り
。（
中
略
）
抑
、
曲
舞
謡
の
変
り
目
と
言
ふ
は
、
曲
舞
、
拍
子
を
体
に
謡
ふ
曲
な
れ
ば
、
文
字
を
ば
拍
子
が
持
に
よ
り
て
、
文
字
も
句
移
り
も
軽

し
。
又
、
拍
子
に
引
き
引
る
ゝ
に
よ
り
て
、
所
々
訛
る
章
あ
り
。
さ
れ
ど
も
、
ひ
と
か
か
り
聞
え
て
、
面
白
き
風
聞
、
こ
れ
、
拍
子
の
面
白
き
性
根

な
り
。
さ
る
に
よ
つ
て
、
す
こ
し
訛
る
所
も
、
一
体
の
か
ゝ
り
に
聞
ゆ
る
也
。
是
を
曲
舞
か
ゝ
り
の
風
聞
と
す
。

『
同
右
』
三

一　

上
端
二
あ
る
曲
舞
、
是
を
二
段
曲
舞
と
い
ふ
。
長
き
曲
舞
に
あ
る
も
の
な
り
。
其
子
細
は
、
長
き
曲
舞
は
、
謡
に
む
ら
有
。
そ
の
む
ら
を
あ
ら

せ
ま
じ
き
為
に
、
上
端
を
二
定
め
、
そ
れ
を
定
規
に
し
て
、
曲
舞
の
位
を
定
め
、
始
め
の
上
端
、
重
し
。
後
の
上
端
は
、
軽
く
上
ぐ
る
。
是
も
陰
陽

の
心
也
。
惣
別
、
上
端
の
位
、
始
字
二
三
ほ
ど
、
静
々
と
上
げ
、
後
の
字
、
引
離
し
を
軽
く
地
へ
渡
す
事
。
こ
れ
、
習
な
り
。
上
端
し
だ
る
け
れ
ば
、

地
ま
で
も
し
だ
る
く
な
る
も
の
也
。
そ
の
心
加
減
、
肝
要
な
り
。
但
、
も
し
、
地
謡
む
さ
と
早
く
な
り
候
は
ゞ
、
上
端
に
て
押
へ
候
べ
し
。
上
端
、

一
大
事
な
り
。
上
端
、
悪
し
く
候
へ
ば
、
惣
別
の
位
に
背
き
、
む
さ
と
し
た
る
物
に
成
な
り
。

 

和
歌

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

一　

和
歌
の
謡
ひ
や
う
。
始
め
を
何
と
な
く
、
拍
子
に
構
は
ず
、
軽
々
と
、
尤
に
候
。
舞
の
う
ち
よ
り
乗
る
心
有
て
、
和
歌
謡
ひ
出
し
、
後
、
二
つ

三
つ
に
て
乗
す
る
を
、
よ
し
と
言
へ
り
。
あ
ま
り
に
む
ま
く
乗
す
る
は
、
初
心
な
る
物
な
り
。

（
恵
阪 

悟
）


