
─ 55 ─

うたひ鏡　上巻

第
四
条　

序
破
急
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本
・
演
博
本

【
翻
刻
】　

　
　

第
四　

序
破
急
の
事

序
と
い
ふ
ハ
大
抵
静
に
有
へ
き
也
。
破
ハ
則
字
の
こ
と
く
や
ぶ
る
へ
き
か
た
な
り
。
急
と
云
も
字
の
こ
と
く
い
そ
き
つ
め
る
事
な
り
。

序
ハ
緒
也
と
註
し
て
た
と
へ
ハ
糸
ま
き
に
有
糸
の
口
の
様
な
る
事
也
。
其
糸
の
く
ち
を
よ
く
見
て
①
（
よ
く
）
引
出
せ
は
奥
ま
て
よ
く

見
わ
け
ら
れ
み
た
る
ゝ
事
な
し
。そ
の
こ
と
く
此
序
の
曲
も
静
に
う
き
や
か
に
し
て
早
く
も
な
く
ま
た
静
に
も
な
き
や
う
に
吟
す
る
物

也
。
し
か
れ
と
も
序
吟
の
時
ハ
表
ハ
静
に
裏
ハ
早
キ
様
ニ
を
の
つ
か
ら
聞
ゆ
る
も
の
な
り
。
此
曲
大
事
な
り
。
能
う
た
ひ
得
か
た
し
。

破
ハ
拍
子
の
常
な
る
を
ま
も
ら
す
し
て
②（
や
ふ
り
す
て
程
を
請
又
程
を
破
り
拍
子
に
か
ゝ
り
て
い
そ
ぎ
つ
む
る
か
又
程
に
か
ゝ
り
て

や
ぶ
る
文
字
を
待
か
、い
つ
れ
に
て
も
一
方
破
る
を
云
な
り
。
是
ま
た
音
曲
者
の
一
大
事
な
り
。
此
心
持
を
し
ら
す
し
て
は
う
た
ふ
事

は
や
す
事
成
か
た
か
る
へ
し
。
ま
た
い
か
に
ほ
と
よ
く
と
も
拍
子
よ
く
と
も
一
拍
子
に
ハ
い
た
さ
ぬ
も
の
な
り
。
下ヘ

タ手
の
わ
ざ
な
り
。

程
拍
子
を
よ
く
〳
〵
聞
仰
、
そ
の
拍
子
其
程
に
や
ぶ
り
つ
め
、
す
て
つ
め
た
る
を
破
の
曲
と
い
ふ
な
り
。
さ
て
程
と
拍
子
と
は
大
や
う

似ニ

て
に
ぬ
事
な
り
。
よ
く
〳
〵
心
を
付
て
う
た
ひ
見
る
と
き
ハ
程
と
拍
子
は
か
わ
り
め
有
へ
し
。
同
し
事
な
り
と
云
人
あ
り
、い
か
ゞ

あ
る
べ
し
。
さ
れ
と
も
達タ
ツ
シ
ヤ者
の
）上
に
て
ハ
尤
さ
も
有
へ
し
。
惣
し
て
か
よ
う
の
所
③
習
て
な
ら
ハ
れ
す
。
ま
た
を
し
へ
て
そ
の
い
と
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ま
あ
ら
す
。
よ
く
な
ら
ひ
た
る
人
た
り
と
い
ふ
と
も
、
場
数
を
ふ
ま
ぬ
人
ハ
、
心
覚
斗
に
て
な
ら
ハ
さ
る
人
の
事
に
あ
ひ
付
た
る
に
ハ

勿
論
、
を
と
り
て
見
ゆ
。
常
に
口
き
ゝ
た
り
と
も
、
は
れ
わ
ざ
の
時
、
笑
止
な
る
へ
し
。
諷
に
か
き
ら
す
諸
芸
に
有
之
。
此
故
に
世
話

に
も
習
ハ
ん
よ
り
な
れ
よ
、
稽
古
に
有
神
変
と
云
。
名
言
な
る
哉
。

急
と
い
ふ
ハ
、
た
と
へ
ハ
う
た
ひ
ハ
を
そ
く
と
も
、
急
に
つ
め
ひ
ら
き
曲
す
る
事
。
是
非
と
も
い
そ
く
に
あ
ら
す
。
心
を
付
て
見
へ

し
。
心
に
ば
か
り
急
を
可
持
。
口
伝
有
。

  

右
序
破
急
の
事
強
て
謡
に
不
限
万
事
に
有
之
。
日
用
の
間
に
多
し
。
又
序
に
序
破
急
有
。
破
に
序
破
急
有
。
急
に
序
破
急
有
。
か
ん

か
へ
み
る
へ
し
。

【
校
異
】

①
高
ナ
シ
。
演
・
鴻
よ
り
補
う
。

②
高
ナ
シ
。
演
・
鴻
よ
り
補
う
。

③
習
て

習
ひ
て
（
鴻
・
演
）　

【
現
代
語
訳
】

第
四　

序
破
急
の
こ
と

序
と
い
う
の
は
大
方
、
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
破
は
ま
さ
し
く
文
字
の
通
り
に
、
そ
れ
ま
で
の
状

態
を
破
っ
て
新
し
く
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。
急
と
い
う
の
も
、
文
字
の
通
り
に
急
い
で
、
ゆ
る
み
な
く
続
け
る
事
で
あ

る
。
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序
は
緒
と
も
説
明
さ
れ
、
例
え
ば
糸
巻
き
に
巻
か
れ
て
い
る
糸
玉
の
糸
の
端
、
端
緒
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
糸
口
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
を
よ
く
見
極
め
て
う
ま
く
引
き
出
せ
ば
、先
ま
で
も
つ
れ
る
こ
と
な
く
引
き
出
せ
る
。
そ
の
如
く
に
、こ
の
序
の
曲
調
（
曲
）

も
穏
や
か
に
長
閑
で
麗
ら
か
に
し
て
、速
度
も
速
く
も
な
く
ま
た
遅
す
ぎ
な
い
よ
う
に
謡
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
序
を
謡
う

時
は
、
表
面
は
穏
や
か
だ
け
れ
ど
も
、
見
え
な
い
裏
側
で
は
速
度
が
速
い
よ
う
に
自
然
と
聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ン
ポ
感
が

大
事
で
あ
る
。
上
手
に
謡
う
よ
う
に
な
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

破
は
拍
子
の
基
本
の
間
、
常
間
を
守
ら
な
い
で
捨
て
る
。
程
と
は
表
拍
で
あ
る
拍
に
対
す
る
裏
拍
（
拍
と
拍
の
間
）
を
い
う
が
、
程

を
請
け
て
拍
子
に
か
か
る
か
、
程
を
破
っ
て
拍
子
に
か
か
る
か
の
ど
ち
ら
か
を
い
う
の
で
あ
る
。﹇
解
説
参
照
﹈
こ
れ
は
音
曲
に
携
わ

る
者
に
と
っ
て
の
非
常
に
大
事
な
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、謡
う
こ
と
も
囃
す
こ
と
も
う
ま
く
で
き
な
い

は
ず
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
程
と
拍
子
の
間
が
よ
く
て
も
、
拍
子
が
よ
く
て
も
、
い
つ
で
も
一
本
調
子
の
拍
子
に
は
し
な
い
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
劣
っ
た
人
の
行
い
で
あ
る
。
程
と
拍
子
と
い
う
も
の
を
完
全
に
聞
き
と
り
、
そ
の
拍
子
を
ず
ら
し
た
り
、
程
を
破
っ
た
り

す
る
の
を
破
の
曲
調
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
拍
と
程
と
は
、
お
お
か
た
よ
く
似
て
い
る
が
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
気
を
つ
け
て
謡
っ
て
み
る
と
、
程
と
拍
子
と

は
必
ず
相
違
が
あ
る
。
同
じ
事
で
あ
る
と
言
う
人
も
あ
る
が
、ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
上
手
を
極
め
た
人
な
ら
ば
そ
ん
な
風

に
言
う
の
は
充
分
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
概
し
て
こ
う
い
っ
た
微
妙
な
所
は
教
え
ら
れ
て
も
習
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
し
、ま

た
仮
に
教
え
る
と
し
て
も
十
分
な
時
間
は
な
い
。
良
く
理
解
し
た
人
で
あ
っ
て
も
、
実
践
を
数
多
く
経
験
し
な
い
人
は
、
頭
で
理
解
し

て
い
る
だ
け
な
の
で
、
習
わ
な
い
人
で
あ
っ
て
も
実
地
で
の
経
験
が
豊
富
で
知
識
が
身
体
化
し
て
い
る
人
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

劣
っ
て
い
る
と
思
う
。
い
つ
も
偉
そ
う
に
論
じ
て
い
て
も
、
晴
れ
の
舞
台
で
の
謡
の
時
に
は
、
恥
ず
か
し
い
事
に
な
る
。
謡
に
限
ら
ず

諸
芸
に
も
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
あ
る
。
こ
と
わ
ざ
に
も
「
習
う
よ
り
慣
れ
よ
」「
稽
古
に
神
変
あ
り
」
と
言
う
。
名
言
で
あ
る
。

急
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
謡
の
テ
ン
ポ
は
遅
く
て
も
、
急
の
心
で
緩
急
を
付
け
て
演
奏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
必
ず
し
も
急
ぐ
の
で

は
な
い
。
心
で
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
心
の
内
に
だ
け
は
急
を
抱
く
の
で
あ
る
。
言
葉
に
し
が
た
い
の
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
口
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伝
に
譲
る
。

以
上
の
序
破
急
の
こ
と
は
あ
え
て
謡
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
万
事
に
序
破
急
は
あ
る
。
日
常
の
事
柄
に
も
多
い
。
ま
た
序
の
な

か
に
も
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
た
序
破
急
が
あ
り
、
破
に
序
破
急
が
あ
り
、
急
に
は
急
の
序
破
急
が
あ
る
。
よ
く
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

【
語
釈
】

〇
一
拍
子
…
「
一
拍
子
」
と
い
う
特
殊
演
奏
法
が
あ
る
。
打
切
の
時
に
大
小
の
打
ち
返
し
を
省
略
す
る
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
こ
こ
で

は
、
単
に
一
本
調
子
で
あ
る
と
の
意
味
に
解
し
た
。

【
解
説
】

・
序
破
急
の
語
に
つ
い
て

序
破
急
と
は
も
と
も
と
は
雅
楽
の
舞
楽
の
構
成
法
で
あ
る
。
一
曲
を
序
破
急
の
三
部
分
に
分
か
ち
、終
曲
に
向
け
て
徐
々
に
テ
ン
ポ

が
速
く
な
る
様
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
能
楽
だ
け
で
な
く
、
近
世
邦
楽
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
に
浸
透
し
、

テ
ン
ポ
や
曲
の
構
成
法
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
音
楽
哲
学
に
ま
で
拡
大
し
た
。
世
阿
弥
は
そ
の
伝
書
の
中
で
、
能
番
組
の
構
成
や
、
脚

本
の
則
る
べ
き
構
成
な
ど
に
も
序
破
急
が
あ
る
と
し
た
。
う
た
ひ
鏡
で
の
序
破
急
は
、
テ
ン
ポ
感
を
基
調
と
し
つ
つ
、
演
奏
の
技
法
や

心
構
え
と
し
て
の
演
奏
哲
学
と
も
言
え
る
よ
う
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
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・
程
拍
子
と
は

「
程
」
と
は
も
と
も
と
は
雅
楽
に
お
け
る
「
小
拍
子
（
＝
一
小
節
）
内
の
リ
ズ
ム
的
最
小
単
位
」（
平
野
健
次
・
上
参
郷
祐
康
・
蒲
生

郷
昭
編
『
日
本
音
楽
大
事
典
』、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
六
頁
）
と
し
て
拍
を
示
す
用
語
で
あ
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
で
の
程
拍
子

と
は
、
図
の
よ
う
に
一
拍
目
と
二
拍
目
の
間
な
ど
の
よ
う
に
表
拍
の
間
の
裏
拍
の
こ
と
で
あ
る
。
表
拍
に
当
て
ず
に
、
裏
拍
に
謡
い
出

し
を
ず
ら
す
こ
と
で
、リ
ズ
ム
の
面
白
さ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
で
も
「
図
」
に
示
し
た
よ
う
に
流
派
に
よ
っ
て
程
か
ら

謡
い
出
す
慣
例
が
あ
る
。

「
図
」
程
と
拍
の
関
係

　
　
　
　

1　
　
　

2　
　
　

3　
　
　

4

①
原
型　

つ　
　
　

き　
　
　

し　

ろ　

く

②　
　
　
　
　

つ　

き　
　
　

し　

ろ　

く

③　
　
　
　
　

つ　
　
　

き　

し　

ろ　

く

④　
　
　
　
　
　
　

つ　

き　

し　

ろ　

く

①
が
1
拍
に
あ
て
て
謡
い
出
す
原
型
と
す
る
な
ら
ば
、
②
は
1
拍
と
2
拍
の
間
の
程
（
裏
拍
）
か
ら
謡
い
出
す
（
金
春
・
金
剛
流
で

は
こ
の
よ
う
に
謡
い
出
す
）。
③
は
、
程
か
ら
謡
い
出
す
と
と
も
に
そ
の
音
を
モ
チ
と
し
て
伸
ば
し
、
2
文
字
目
の
「
き
」
も
裏
拍
で

謡
う
（
観
世
流
の
間
）。
④
は
程
か
ら
謡
い
出
さ
ず
に
、
次
の
拍
（
表
拍
）
か
ら
謡
い
出
し
、
そ
の
後
の
文
字
を
「
急
ぎ
詰
む
る
」（
運

用
と
し
て
こ
の
よ
う
に
謡
う
場
合
も
あ
る
）。
推
進
す
る
リ
ズ
ム
の
流
れ
の
な
か
で
、
程
の
謡
い
出
し
に
よ
っ
て
パ
タ
ー
ン
を
変
化
さ

せ
、
効
果
を
生
む
方
法
で
あ
る
。
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・
他
の
伝
書
の
類
似
の
記
事

謡
伝
書
『
謡
曲
拾
穂
鈔
』、『
音
曲
玉
淵
集
』
に
序
破
急
に
つ
い
て
の
近
似
し
た
内
容
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
「
場
数
ふ
ま
ざ
る
者
」

や
「
稽
古
に
神
変
あ
り
」
と
い
っ
た
記
述
を
含
む
『
謡
曲
拾
穂
鈔
』
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
ま
た
『
う
た
ひ
鏡
』
の
後
に
編
ま
れ
た

『
音
曲
玉
淵
集
』
に
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
で
の
最
後
の
二
文
「
右
序
破
急
の
事
強
て
謡
に
不
限
万
事
に
有
之
。
日
用
の
間
に
多
し
。」
に

似
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
具
体
的
に
曲
例
を
挙
げ
る
「
惣
じ
て
序
破
急
は
諸
事
に
渉
る
べ
し
。
仮
令
ば
、
芭
蕉
に
『
は
な

に
以
上
真
あ
ふ
こ
と
以
上
行
や
す
き
な
る
以
上
草
』、か
や
う
の
所
に
も
序
破
急
あ
り
。」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
『
謡

曲
拾
穂
鈔
』に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
記
事
の
改
変
過
程
が
推
測
で
き
る
か
の
よ
う
な
変
更
が
謡
伝
書
の
編
集
の
た
び
に
加
え
ら
れ
て

い
る
。

（
丹
羽 

幸
江
）


