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第
二
十
八
条　

一
調
二
機
三
声
の
法

底
本
：
鴻
山
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】

　
　

第
二
十
八　

一
調
二
機
三
声
の
法

此
事
よ
く
〳
〵
心
得
ず
し
て
ハ
、
か
つ
て
ん
の
ま
い
ら
ぬ
物
な
り
。
別
義
ハ
な
し
。
た
ゝ
音
曲
の
時
、
声
出
し
や
う
の
格カ
ク

な
り
。
第
一

調
、
第
二
機
、
第
三
声
な
り
。

調
子
ハ
其
時
其
位
の
調
子
に
よ
ろ
し
。
い
つ
に
て
も
調
子
ハ
機
が
持
事
に
て
御
座
候
。
機
と
い
ふ
ハ
万
事
に
有
事
な
り
。
今
こ
ゝ
に
て

云
と
き
ハ
、
声
を
い
ま
た
出
さ
ぬ
時
、
何
程
の
調
子
し
か
る
へ
か
ら
ん
と
、
分
別
の
わ
か
た
ぬ
所
を
さ
し
て
機
と
い
ふ
な
り
。
機
を
よ

く
さ
だ
め
て
は
な
つ
と
き
ハ
、其
音
声
に
あ
た
ら
す
と
云
事
な
か
る
へ
し
。
然
れ
ハ
声
ハ
こ
れ
三
段
め
の
事
な
り
。
い
か
に
た
か
き
調

子
、
又
ハ
鳴
物
の
有
時
も
、
た
と
へ
声
を
か
し
く
と
も
、
大
か
た
そ
の
調
子
に
あ
ふ
て
行
ハ
、
是
機
よ
り
調
子
も
声
も
持
ゆ
へ
に
あ
ら

ず
や
。
そ
の
調
子
、
其
時
を
機
に
う
つ
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
い
き
を
内
へ
ひ
き
て
、
扨
こ
ゑ
を
出
せ
バ
、
其
こ
わ
さ
き
か
な
ら
ず

其
調
子
に
あ
ふ
て
出
る
事
な
り
。
調
子
ば
か
り
を
取
て
機
に
あ
ハ
ず
し
て
声
を
い
だ
せ
バ
、こ
わ
さ
き
調
子
に
あ
ハ
ぬ
な
り
。
尤
な
る

か
な
。
機
ハ
是
心
理
の
事
な
れ
ば
、
心
を
さ
だ
め
す
し
て
、
音
曲
じ
や
う
じ
ゆ
し
が
た
か
る
べ
し
。
調
子
を
バ
機
に
て
持
、
声
を
ハ
調

子
よ
り
し
て
出
し
、
文
字
を
バ
く
ち
び
る
に
て
わ
か
つ
べ
し
。
も
し
、
又
文
字
に
も
か
ゝ
わ
ら
ぬ
程
の
曲
な
ら
バ
、
か
ほ
の
ふ
り
や



─ 242 ─

第二十八条　一調二機三声の法（長田）

う
、
目
を
ち
や
く
と
こ
ゝ
ろ
へ
う
つ
し
、
其
時
〳
〵
を
あ
ひ
し
ら
う
へ
し
。

此
一
調
二
機
三
声
の
事
、
古
来
よ
り
秘
事
と
や
ら
ん
申
て
、
よ
く
〳
〵
を
し
ゆ
る
人
す
く
な
し
。
只
か
つ
て
ん
ゆ
か
ぬ
や
う
に
い
へ
る

友
か
ら
お
ほ
し
。
是
大
き
に
初
心
の
人
な
り
。
さ
し
て
秘
事
な
き
事
な
り
。
た
と
へ
む

か
（
マ
マ
・
つ
カ
）か
し
く
と
も
、人
に
も
ね
ん
こ
ろ
に
つ

た
へ
て
こ
そ
、
末
代
ま
て
も
音
曲
の
わ
か
ち
有
事
の
こ
る
へ
け
れ
。
当
時
の
人
ハ
、
す
こ
し
の
事
を
秘
事
す
る
。
あ
ハ
れ
な
る
事
な

り
。
愚
老
か
書
進
上
仕
候
。
一
巻
毛
頭
の
こ
す
所
無
御
座
候
。
真
に
師
弟
ハ
親
子
に
同
じ
。
差
別
、
ゆ
め
〳
〵
無
之
候
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。

【
語
釈
】

〇
其
時
其
位
…
そ
の
時
々
の
状
況
お
よ
び
謡
わ
れ
る
曲
の
位
を
言
う
か
。

【
現
代
語
訳
】

第
二
十
八　

一
調
二
機
三
声
の
法
則

一
調
二
機
三
声
の
法
則
と
は
、十
分
に
理
解
し
な
い
と
納
得
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、格
別
の
事
情
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、

単
に
歌
唱
時
の
発
声
法
の
規
則
を
い
う
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
調
」、
第
二
に
「
機
」、
第
三
に
「
声
」
の
段
階
を
踏
む
こ
と
で
あ
る
。

第
一
段
階
の
調
子
（
音
の
高
さ
）
は
、そ
の
時
々
の
状
況
や
曲
の
位
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
調
子
に
合
わ
せ
る
の
が
よ
い
。
た
だ
し
、
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調
子
は
い
か
な
る
時
も
機
が
維
持
し
て
い
る
。
第
二
段
階
の
機
と
い
う
も
の
は
、あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
存
在
す
る
。
今
こ
こ
で
言
う
機
と

は
、
ま
だ
声
を
発
す
る
直
前
の
、
ど
の
調
子
で
謡
い
出
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
分
別
が
つ
か
な
い
時
に
、
見
極
め
る
べ
き
一
瞬
を
指
し

て
言
う
。
機
、
す
な
わ
ち
謡
い
出
し
と
息
遣
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
揃
う
一
瞬
の
機
会
を
よ
く
見
定
め
て
声
を
発
す
れ
ば
、
最
も
ふ
わ
し

い
音
声
に
的
中
し
な
い
筈
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
声
は
第
三
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
に
高
音
の
調
子
の
謡
も
、
ま
た

は
楽
器
の
伴
奏
が
あ
る
時
も
、
た
と
え
声
の
状
態
が
お
か
し
く
て
も
、
概
ね
最
初
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
調
子
に
調
和
し
て
い
く

の
は
、機
を
見
極
め
る
こ
と
が
適
切
な
調
子
と
す
ぐ
れ
た
声
の
維
持
に
大
き
く
影
響
す
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
時
に
定
め
た
曲

の
調
子
や
、
そ
の
時
の
状
況
を
機
に
反
映
さ
せ
て
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
息
を
体
内
に
吸
っ
て
声
を
発
す
れ
ば
、
最
初
の
謡
い
出
し
の
声

は
、
必
ず
そ
の
時
の
調
子
に
合
っ
た
も
の
が
出
る
。
逆
に
調
子
を
聞
き
取
る
だ
け
で
、
機
に
合
わ
せ
ず
に
声
を
出
せ
ば
、
謡
い
出
し
の

声
は
調
子
に
合
わ
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。
最
適
な
機
を
察
知
す
る
の
は
精
神
状
態
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、意
識
を
集
中
さ

せ
な
い
と
、
す
ぐ
れ
た
歌
唱
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
調
子
を
機
に
よ
っ
て
保
ち
、
次
に
声
を
調
子
に
従
っ
て
出

し
、
謡
の
一
字
一
字
を
唇
を
使
っ
て
謡
い
分
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
も
し
文
字
の
次
元
を
超
え
た
微
妙
な
表
現
を
求
め
る
曲

な
ら
ば
、
顔
の
振
り
方
に
気
を
つ
け
、
目
線
を
す
ぐ
に
胸
先
に
移
し
て
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
即
し
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
一
調
二
機
三
声
の
事
は
、
昔
か
ら
秘
事
だ
と
か
言
っ
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
教
授
す
る
人
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
ひ
た
す
ら

納
得
で
き
な
い
よ
う
に
言
う
同
輩
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
か
な
り
の
初
心
者
で
あ
る
。
一
調
二
機
三
声
に
は
、
こ
れ
と
い
っ
た

秘
事
は
な
い
。
た
と
え
難
し
く
て
も
、
人
に
丁
寧
に
内
容
を
伝
え
て
こ
そ
、
末
代
ま
で
音
楽
に
対
す
る
分
別
が
残
る
に
違
い
な
い
。
昨

今
の
人
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
秘
事
に
し
た
が
る
が
、
こ
れ
は
哀
し
い
こ
と
で
あ
る
。
愚
老
が
一
調
二
機
三
声
の
説
明
を
書
い
て

差
し
上
げ
た
。
こ
の
一
巻
に
書
き
残
し
た
こ
と
は
何
も
な
い
。
本
当
の
師
弟
と
は
親
子
と
同
じ
で
あ
る
。
師
の
知
識
を
弟
子
に
教
え
な

い
と
い
っ
た
区
別
は
決
し
て
行
わ
な
い
。
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【
解
説
】

世
阿
弥
用
語
と
し
て
著
名
な
「
一
調
二
機
三
声
」
は
、『
音
曲
口
伝
』
と
『
花
鏡
』
に
み
ら
れ
る
謡
の
発
声
に
つ
い
て
の
心
得
で
あ

る
。
ま
ず
、
世
阿
弥
伝
書
の
『
音
曲
口
伝
』
第
一
条
「
一
調
二
機
三
声
」
か
ら
、
該
当
部
分
の
本
文（

1
）を

以
下
に
あ
げ
る
。
な
お
、
こ

の
引
用
本
文
は
、『
花
鏡
』
第
一
条
の
本
文
と
、
末
尾
を
除
き
同
文
で
あ
る
。

調
子
を
ば
機
が
持
つ
な
り
。
吹
物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
息
を
内
へ
引
き
て
、
さ
て
声

を
出
せ
ば
、
声
先
、
調
子
の
中
よ
り
出
る
也
。
調
子
ば
か
り
を
音
取
り
て
、
機
に
も
合
せ
ず
し
て
声
を
出
だ
せ
ば
、
声
先
調
子
に

合
ふ
事
、
左
右
な
く
無
し
。
調
子
を
ば
機
に
籠
め
て
、
さ
て
声
を
出
だ
す
ゆ
へ
に
、
一
調
・
二
機
・
三
声
と
は
定
む
る
な
り
。

又
云
、
調
子
を
ば
機
に
て
持
ち
、
声
を
ば
調
子
に
て
出
だ
し
、
文
字
を
ば
口
び
る
に
て
分
か
つ
べ
し
。
文
字
に
も
か
ゝ
ら
ぬ
程

の
曲
を
ば
、
顔
の
振
り
様
を
以
て
あ
ひ
し
ら
ふ
べ
し
。

す
ぐ
れ
た
謡
を
謡
う
た
め
に
は
、「
調
子
」「
機
」「
声
」
の
三
段
階
を
踏
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
世
阿
弥
が
説
い
て
い
る
訳

だ
が
、
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
通
り
と
な
ろ
う
。

第
一
段
階　

調
子
（
音
の
高
さ
）
を
音
取
に
基
づ
い
て
把
握
す
る
。

第
二
段
階　

調
子
を
意
識
し
て
機
に
合
わ
せ
る
。
こ
の
時
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
息
を
体
内
に
吸
い
込
む
。

第
三
段
階　

調
子
に
合
っ
た
声
を
発
す
る
。

こ
の
「
一
調
二
機
三
声
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
存
在
し
た
。
と
り
わ
け
第
二
段
階
の

「
機
」
の
理
解
は
困
難
だ
っ
た
ら
し
く
、
管
見
に
入
っ
た
室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
謡
伝
書
の
類
に
は
、「
機
」
を
「
気
」

と
同
じ
と
す
る
説（

2
）、「

機
」
を
「
音
曲
の
義
理
」
と
解
釈
す
る
説（

3
）、

文
字
移
り
の
重
要
性
を
説
く
言
葉
と
解
す
る
説（

4
）

な
ど
が
見
ら

れ
、
こ
の
時
期
に
「
機
」
の
解
釈
が
錯
綜
し
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
近
年
で
は
、「（「
機
」
は
）
気
。
物
理
的
な
息
に
主
体
的

意
志
が
加
わ
っ
た
も
の（

5
）」「「

機
」
と
は
、「
気
」
に
近
く
、
息
に
歌
い
手
の
意
志
が
加
わ
っ
た
も
の（

6
）」

と
い
っ
た
、
言
う
な
れ
ば
「
機
」
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を
「
集
中
し
気
合
い
の
入
っ
た
息
遣
い
」
と
す
る
捉
え
方
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
「
一
調
二
機
三
声
」
の
条
の
う
ち
【
翻
刻
】
の
第
二
段
落
は
、
基
本
的
に
先
に
引
用
し
た
『
音
曲
口
伝
』

（『
花
鏡
』）
の
本
文
を
土
台
に
し
つ
つ
、
処
々
に
変
更
を
加
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
変
更
部
分
は
、【
翻
刻
】
の
第
一
段
落
と
第
三
段

落
と
を
合
わ
せ
て
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
の
考
え
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
機
」
に
つ
い
て
『
う
た
ひ
鏡
』
が
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
る
の
か
を
、
本
文
か
ら
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
文
脈
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
「
機
」
を
「
謡
い
出
し
と

息
遣
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
揃
う
一
瞬
の
機
会
」
と
解
釈
し
て
現
代
語
訳
を
作
成
し
た
。「
機
」
を
「
機
会
」
と
し
た
の
は
、『
う
た
ひ

鏡
』
の
「
機
と
い
ふ
ハ
万
事
に
有
事
な
り
」
と
い
う
本
文
に
見
ら
れ
る
、「
機
」
が
万
事
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
事
象
だ
と
す
る
説
明

が
、「
機
」
を
機
会
・
時
機
と
認
識
し
て
の
記
述
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
に
「
機
ハ
是
心
理
の
事
な
れ

ば
、
心
を
さ
だ
め
す
し
て
、
音
曲
じ
や
う
じ
ゆ
し
が
た
か
る
べ
し
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
は
、「
謡
い
出
し
と

息
遣
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
揃
う
一
瞬
の
機
会
」
を
察
知
す
る
た
め
に
は
、謡
い
手
の
精
神
力
（
集
中
力
や
気
合
い
の
類
か
）
が
必
要
に

な
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、『
う
た
ひ
鏡
』
に
は
、「
機
」
を
察
知
す
る
時
が
い
つ
な
の
か
に
つ
い
て
矛
盾
し
た
記
述
も
見
ら
れ
る
。
本
文
中
で
「
今

こ
ゝ
に
て
云
と
き
ハ
、
声
を
い
ま
た
出
さ
ぬ
時
、
何
程
の
調
子
し
か
る
へ
か
ら
ん
と
、
分
別
の
わ
か
た
ぬ
所
を
さ
し
て
機
と
い
ふ
な

り
」
と
説
明
す
る
一
方
、「
そ
の
調
子
、
其
時
を
機
に
う
つ
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
い
き
を
内
へ
ひ
き
て
、
扨
こ
ゑ
を
出
せ
バ
、
其

こ
わ
さ
き
か
な
ら
ず
其
調
子
に
あ
ふ
て
出
る
事
な
り
」
と
も
記
し
て
お
り
、「
機
」
を
察
知
す
る
時
を
、
前
者
は
「
調
子
」
が
分
か
る

前
、
後
者
は
「
調
子
」
が
分
か
っ
た
後
と
異
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
も
「
一
調
二
機
三

声
」
に
つ
い
て
、
厳
密
な
意
味
で
は
整
理
・
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
う
た
ひ
鏡
』
の
第
二
段
落
の
大
半
は
、「
機
」
を
中
心
と
し
た
「
一
調
二
機
三
声
」
の
説
明
に
な
っ
て
お
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
著

者
が
、「
一
調
二
機
三
声
」
の
中
で
「
機
」
を
最
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
本
文
に
「
い
か
に
た
か
き
調
子
、
又
ハ
鳴

物
の
有
時
も
、
た
と
へ
声
を
か
し
く
と
も
、
大
か
た
そ
の
調
子
に
あ
ふ
て
行
ハ
、
是
機
よ
り
調
子
も
声
も
持
ゆ
へ
に
あ
ら
ず
や
」
と
記
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さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。『
音
曲
口
伝
』『
花
鏡
』
の
よ
う
に
、吹
物
に
よ
っ
て
調
子
を
音
取
る
こ
と
が
記
さ
れ

な
い
の
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
が
成
立
し
た
江
戸
初
期
に
は
、
謡
に
お
け
る
音
取
の
作
法
が
絶
え
て
久
し
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
調

子
の
把
握
そ
の
も
の
が
実
際
に
は
余
り
重
視
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
調
子
」
の
軽
視
が
、「
一
調
二

機
三
声
」
の
中
で
「
機
」
の
比
重
が
増
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
機
」
が
「
調
子
」
と
「
声
」
を
左
右

し
、
謡
の
成
功
に
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
観
客
の
期
待
が
高
ま
っ
た
瞬
間
に
謡
い
出
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る
べ

き
だ
と
す
る
、『
花
鏡
』
第
七
条
「
時
節
当
レ

感
事（

7
）」

に
見
ら
れ
る
世
阿
弥
の
思
想
に
重
な
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
「
一
調
二
機
三
声
」
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
に
は
、「
一
調
二

機
三
声
」
を
難
解
だ
と
言
う
謡
仲
間
が
多
い
が
、
単
に
謡
の
発
声
法
を
説
い
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
丁
寧
に
教
授
し
て
理
解
を
促
す
べ
き

だ
と
す
る
趣
旨
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
一
調
二
機
三
声
」
は
、
室
町
後
期
の
観
世
系
謡
伝
書
に
お
い
て
、
基
本
的
な
秘
伝
の
一
つ
と

位
置
付
け
ら
れ
て
い
た（

8
）と

さ
れ
る
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
で
は
、「
一
調
二
機
三
声
」
に
限
ら
ず
、
謡
に
関
す
る
些
末
な
内
容
を
秘
事
化

す
る
傾
向
を
批
判
し
て
お
り
、よ
り
開
か
れ
た
謡
伝
授
の
在
り
方
を
訴
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
従
来
の
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い
『
う
た
ひ

鏡
』
の
姿
勢
は
、
江
戸
初
期
の
素
人
（
謡
の
数
寄
者
）
に
よ
る
謡
文
化
の
広
が
り
の
中
で
培
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）  

表
章
・
加
藤
周
一
校
注
『
日
本
思
想
大
系
24
世
阿
弥
・
禅
竹
』（
一
九
七
四
年
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
な
お
、『
花
鏡
』
に
は
引
用
の
続
き
に

「
能
々
心
中
に
あ
て
ゝ
念
ろ
う
す
べ
き
な
り
。」
の
一
文
が
付
く
。

（
2
）  『
塵
芥
抄
』（『
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
十
六
号
・
二
〇
二
二
年
）
な
ど
。「
機
」
を
「
気
」
と
イ
コ
ー
ル
と
す
る

が
、
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
）  『
永
正
十
八
年
元
安
伝
書
』（
表
章
・
伊
藤
正
義
校
注
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
一
九
六
九
年
わ
ん
や
書
店
）。「
音
曲
の
義
理
」
と
は
、そ
の
時
々

の
音
曲
の
曲
趣
（
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
・
闌
曲
の
五
音
）
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
を
言
う
ら
し
い
。
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（
4
）  『
節
章
句
秘
伝
之
抄
』
所
収
「
Ｇ
天
文
二
十
四
年
奥
書
伝
書
」（
表
章
校
訂
『
能
楽
資
料
集
成
2
細
川
五
部
伝
書
』
一
九
六
七
二
年
わ
ん
や
書

店
）
な
ど
。
謡
を
「
機
物
」（
は
た
も
の
）
に
見
立
て
て
い
る
よ
う
で
、「
機
」
を
、
細
い
糸
を
織
る
、
す
な
わ
ち
文
字
移
り
を
繊
細
に
謡
う
こ

と
を
表
す
言
葉
と
解
釈
し
て
い
る
ら
し
い
。

（
5
）  

表
章
他
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
88
連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集
』（
二
〇
〇
一
年
小
学
館
）
の
頭
注
に
拠
る
。

（
6
）  

表
章
・
竹
本
幹
夫
著
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅱ
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
』（
一
九
八
八
年
岩
波
書
店
）
七
三
頁
。

（
7
）  

以
下
に
、
注
（
1
）
の
『
日
本
思
想
大
系
24
世
阿
弥
・
禅
竹
』
よ
り
、
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　

  　

申
楽
の
当
座
に
出
て
、
さ
し
事
・
一
声
を
出
す
に
、
其
時
分
の
際
あ
る
べ
し
。
早
き
も
悪
し
。
遅
き
も
悪
か
る
べ
し
。
先
、
楽
屋
よ
り
出

て
、
橋
が
か
り
に
歩
み
止
ま
り
て
、
諸
方
を
う
か
ゞ
ひ
て
、「
す
は
声
を
出
だ
す
よ
」
と
、
諸
人
一
同
に
待
ち
受
く
る
す
な
は
ち
、
声
を
出
だ

す
べ
し
。
是
、
諸
人
の
心
を
受
け
て
声
を
出
だ
す
、
時
節
感
当
也
。
こ
の
時
節
少
し
も
過
ぐ
れ
ば
、
又
諸
人
之
心
ゆ
る
く
な
り
て
、
後
に
物
を

云
出
せ
ば
、
万
人
の
感
に
当
た
ら
ず
。
此
時
節
は
、
た
ゞ
見
物
の
人
の
機
に
あ
り
。
人
の
機
に
あ
る
時
節
と
者
、
為
手
の
感
よ
り
見
す
る
際
な

り
。
是
、
万
人
の
見
心
を
為
手
ひ
と
り
の
眼
精
へ
引
き
入
る
ゝ
際
也
。
当
日
一
の
大
事
の
際
也
。（
中
略
）

　
　

  　

又
、
内
に
て
の
音
曲
な
ど
も
、
そ
の
座
式
の
人
の
心
を
取
る
時
分
あ
る
べ
し
。
早
き
も
悪
く
、
遅
か
ら
ん
も
ま
し
て
悪
か
る
べ
し
。「
す
は

声
を
出
す
よ
」
と
、
人
の
心
に
待
ち
受
け
て
、
心
耳
に
静
む
る
際
よ
り
、
声
を
出
だ
す
べ
し
。
爰
に
て
、
一
調
二
機
三
声
を
以
て
、
声
先
を
出

だ
す
也
。

（
8
）
注
（
6
）
三
一
六
頁
参
照
。

（
長
田 

あ
か
ね
）




