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第
六
条　

乱
曲
の
論

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本
・
演
博
本

【
翻
刻
】

　
　
　

第
六　

乱
曲
之
論

乱
曲
蘭
曲
同
前
な
り
。
世
間
に
乱
曲
の
謡
と
て
何
番
と
数
定
れ
る
様
に
云
事
是
あ
や
ま
り
也
。
元
来
蘭
曲
は
文
字
に
も
ミ
た
る
ゝ
と
書

也
。
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
に
か
ゝ
ハ
ら
す
曲
す
る
を
云
也
。
音
曲
達
た
る
人
ハ
い
つ
れ
の
謡
を
乱
曲
に
い
わ
ん
事
や
す
し
。
但

は
や
き
事
ハ
す
こ
し
ハ
曲
し
か
た
か
る
へ
し
。
乱
曲
ハ
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
此
四
音
成
就
の
う
へ
の
曲
也
。
乱
曲
ハ
是
謡
の
正

意
に
か
な
ハ
ぬ
事
也
。
当
時
の
謡
は
祝
言
も
乱
曲
に
う
た
ふ
。
目
出
度
も
な
き
事
也
。
程
拍
子
に
た
か
ハ
ね
は
乱
曲
ハ
う
た
ひ
の
音
に

さ
へ
は
つ
れ
ね
ハ
し
さ
い
な
し
と
見
え
た
り
。
其
故
ハ
家
々
人
々
の
乱
曲
多
ハ
ふ
し
か
は
れ
る
事
也
。
し
か
れ
と
も
乱
曲
と
云
か
ら
ふ

し
音
声
吟
の
色
、
句
き
り
、
拍
子
あ
ひ
か
は
り
た
る
や
う
に
き
こ
ふ
る
も
の
也
。
謡
の
か
く
を
は
な
す
る
人
有
笑
止
。
声
あ
や
の
よ
き

を
上
手
と
す
る
迄
な
り
。其
内
か
は
れ
る
ふ
し
を
う
た
ハ
ん
な
ら
ハ
其
ま
へ
を
す
る
り
と
う
た
ひ
て
人
の
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
所
に
て
奇
妙

の
節
を
う
た
ふ
へ
し
。
初
よ
り
乱
曲
に
う
た
ふ
事
い
か
ゝ
有
へ
し
。
此
曲
大
事
と
す
る
事
ハ
初
心
の
人
の
謡
事
な
ら
ぬ
故
な
る
へ
し
。

此
故
に
軽
（
ケ
イ
コ
ツ
）
忽
に
さ
せ
じ
が
為
（
タ
メ
）な
ら
ん
か
。
大
て
い
乱
曲
謡
の
定
ハ
、
真
の
乱
曲
①
と
云
ハ
東
国
下
、
西
国
下
、
隠
岐
院
、
嶋
廻
、
草

の
乱
曲
ハ
老
松
の
曲
舞
、
東
岸
居
士
の
曲
舞
也
。
行
の
乱
曲
と
申
ハ
し
ら
ひ
け
、
き
さ
き
そ
ろ
へ
、
先
帝
の
身
投
。
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乱
曲
を
仏
道
に
比
す
れ
ハ
文
字
言
説
に
か
ゝ
ハ
ら
す
悟
道
に
比
す
。

【
校
異
】

①
と
云
ハ
―
ハ
（
鴻
・
演
）

【
現
代
語
訳
】

第
六　

乱
曲
に
関
す
る
議
論

乱
曲
。
蘭
曲
は
乱
曲
と
同
じ
で
あ
る
。
世
間
で
は
「
乱
曲
の
謡
は
何
曲
」
と
い
っ
て
曲
数
が
定
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
も
と
も
と
蘭
曲
は
、「
乱
れ
る
」
と
い
う
字
を
書
く
。
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
に
か
か
わ
ら
ず
、
ふ
し

に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
を
云
う
。
音
曲
の
達
人
は
あ
ら
ゆ
る
謡
を
簡
単
に
蘭
曲
に
謡
う
。
た
だ
し
、早
い
と
ふ
し
に
変
化
を
つ
け
に
く

い
が
。
蘭
曲
は
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
、
こ
の
四
つ
の
曲
種
が
習
熟
し
た
上
で
の
曲
で
あ
る
。
蘭
曲
と
は
こ
れ
ら
の
謡
の
正
規
か

ら
外
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
謡
は
祝
言
も
乱
曲
に
謡
う
。
め
で
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
程
拍
子
を
違
わ
ず
、
謡
の
音
程
か
ら
外
れ
さ
え
し
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
乱
曲
は
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
や
人
に
よ
っ
て
乱
曲
の
ふ
し
は
異
な
る
こ
と
が
多
い
﹇
文
脈
不
明
﹈。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
乱
曲
と
云
う
か
ら
、
ふ
し
、
音
声
、
吟
の
音
色
、
句
切
り
、
拍
子
が
す
べ
て
違
っ
て
い
る
よ
う
に
き
こ
え
る
の
で

あ
る
。
謡
の
格
を
云
々
す
る
人
が
い
る
が
、笑
止
千
万
で
あ
る
。
声
の
高
度
な
技
術
を
上
手
い
と
す
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
ろ
そ

ろ
変
わ
っ
た
ふ
し
を
謡
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
な
に
く
わ
ぬ
よ
う
に
謡
い
、
人
の
予
想
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
世
に
も
美
し
く
珍
し

い
ふ
し
を
謡
う
べ
き
で
あ
る
。
頭
か
ら
乱
曲
に
歌
う
こ
と
は
、
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
曲
を
大
切
に
す
る
の
は
、
初
学
者
の
謡
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う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、軽
々
し
く
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

般
的
に
、
乱
曲
謡
と
定
め
て
い
る
の
は
、
真
の
乱
曲
は
『
東
国
下
』、『
西
国
下
』、『
隠
岐
院
』、『
島
め
ぐ
り
』、
草
の
乱
曲
は
『
老
松
』

の
曲
舞
、『
東
岸
居
士
』
の
曲
舞
で
あ
る
。
行
の
乱
曲
は
『
し
ら
ひ
げ
』、『
き
さ
き
ぞ
ろ
え
』、『
先
帝
の
身
な
げ
』
で
あ
る
。

乱
曲
を
仏
道
に
例
え
る
な
ら
ば
、
文
字
や
言
葉
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
悟
道
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

現
代
に
お
い
て
乱
曲
は
思
想
と
謡
曲
の
一
節
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持
つ
。
世
阿
弥
の
提
唱
し
た
謡
の
五
曲
趣
の
一
つ
、そ
し
て
技

巧
的
な
謡
の
奥
義
を
駆
使
し
た
小
曲
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
世
阿
弥
の
提
唱
し
た
謡
の
五
曲
趣
を
実
現
す
る
技
術
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
に
乱
曲
が
詳
述
さ
れ
る
。
ま
ず
、
流
布
し

て
い
る
乱
曲
に
つ
い
て
の
誤
解
が
訂
正
さ
れ
、
謡
の
五
曲
趣
の
一
つ
と
い
う
理
解
に
引
き
ず
ら
れ
て
乱
曲
を
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀

傷
と
同
列
に
扱
う
こ
と
が
戒
め
ら
れ
る
。
次
い
で
、
曲
趣
は
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
に
四
区
分
さ
れ
、
乱
曲
は
こ
れ
ら
モ
ー
ド
に

関
わ
ら
ず
「
曲
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。

「
曲
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
複
合
動
詞
で
あ
り
、
一
般
的
な
古
語
辞
典
に
は
載
っ
て
い
な
い
が
、「
曲
」
と
い

う
言
葉
の
持
つ
節
や
楽
曲
と
い
う
意
味
か
ら
類
推
す
る
と
、節
を
つ
け
て
謡
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に

実
践
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
「
人
の
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
所
に
て
奇
（
キ
）
妙
の
節
を
う
た
ふ
へ
し
」
と
い
う
言
葉
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、「
乱
曲
ハ
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
此
四
音
成
じ
ゆ
の
う
へ
の
曲
」
と
い
う
個
所
で
あ
る
。「
人
の
お
も
ひ
よ
ら
ぬ

所
」
と
い
う
言
葉
は
謡
本
の
記
譜
を
離
れ
て
唐
突
に
謡
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
奇
（
キ
）
妙
の
節
」、
か
ら
は
、
定
め
ら
れ
た
節
付
け

か
ら
逸
脱
し
つ
つ
も
極
上
の
美
し
さ
を
持
つ
節
を
意
味
す
る
。「
四
音
成
じ
ゆ
の
う
へ
の
曲
」
と
い
う
個
所
か
ら
は
、
最
高
奥
義
が
う

か
が
え
る
。
合
わ
せ
る
と
巧
み
に
即
興
を
試
み
る
高
度
な
技
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
乱
節
」
で
は
な
く
「
乱
曲
」
な
の
は
、
お
そ
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ら
く
、
分
節
化
と
い
う
よ
り
も
節
を
扱
う
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
技
術
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
即
興
と
は
言
う
も
の
の
、
な
ん
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
約
束
事
と
し
て
、
程
拍
子
に
は
合
わ
す
必
要
が
あ

り
、
謡
の
音
組
織
の
枠
内
に
収
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乱
曲
は
自
由
で
勝
手
気
ま
ま
な
即
興
で

は
な
く
、
ゆ
る
く
管
理
さ
れ
た
即
興
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
、
具
体
的
な
乱
曲
の
作
法
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
、
い
き
な
り
番

組
の
最
初
か
ら
乱
曲
で
始
め
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
聴
き
手
の
意
表
を
突
く
が
如
く
途
中
か
ら
乱
曲
を
始
め
る
の
が
良
い
と
さ
れ

る
。現

行
謡
曲
で
は
、
謡
曲
の
区
分
は
曲
趣
と
い
う
よ
り
も
シ
テ
の
役
柄
に
注
目
し
て
、
脇
能
物
、
修
羅
物
、
蔓
物
、
雑
能
、
切
能
と
分

類
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
吟
の
技
法
に
注
目
し
て
、
強
吟
、
弱
吟
に
分
類
さ
れ
る
。
他
方
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
年
）
に
小
河
多
左

衞
門
が
出
版
し
た
六
番
綴
謡
本
に
は
、
吟
に
並
行
し
て
世
阿
弥
に
よ
る
五
区
分
か
ら
、
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
哀
傷
が
記
さ
れ
て
い
る

（
図
版
参
照
）。
こ
の
版
本
が
開
版
さ
れ
た
貞
享
期
に
は
、五
区
分
に
基
づ
い
た
な
ん
ら
か
の
謡
曲
実
践
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
。
乱
曲
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
モ
ー
ド
で
謡
わ
れ
て
い
る
謡
を
い
き
な
り
乱
す
よ
う
に
謡
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
資
料
】

五
音
の
巻
。
謡
の
大
事
。
是
に
極
む
る
所
の
条
々
。
先
、
五
音
と
は
、
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
・
乱
曲
、
此
五
つ
の
声
の
分
ち
な

り
。
よ
く
心
得
べ
し
。
世
間
に
謡
手
多
く
有
と
言
ふ
と
も
、
五
音
に
謡
分
け
候
人
は
、
稀
也
。
五
音
正
し
く
謡
は
ず
は
、
謡
面
白
き
と

言
ふ
事
有
間
敷
な
り
。
万
事
を
捨
て
ゝ
、
五
音
の
鍛
錬
・
心
掛
け
、
肝
要
也
。

「
八
帖
花
伝
書　

三
巻
」『
古
代
中
世
芸
術
論
』
林
屋
辰
三
郎
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
五
四
〇
頁
。
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一
、
惣
し
て
謡
物
の
上
に
吟
と
い
ふ
有
謡
曲
も
其
通
り
に
て
強
吟
和
吟
な
と
い
ひ
来
れ
る
は
全
く
声
音
の
噂
な
り
一
人
う
た
ふ
を
独

吟
と
い
ひ
或
は
歌
を
吟
す
る
連
歌
俳
諧
も
独
吟
両
吟
な
と
ゝ
い
ふ
所
を
以
て
み
れ
は
畢
竟
強
く
諷
ふ
和
か
に
謡
ふ
と
い
ふ
名
付
と
見

ゆ
勿
論
吟
も
強
弱
し
た
か
ふ
て
ゆ
け
と
も
兎
角
吟
と
い
ふ
は
一
通
り
別
段
に
し
て
是
を
能
弁
へ
さ
れ
ハ
音
ン
の
移
り
な
と
不
宜
口
伝

『
音
曲
玉
淵
集　

四
』
時
中
庚
妥
編
、
今
村
義
福
補
、
大
和
田
建
樹
訂
、
江
島
伊
兵
衛
、
一
八
九
九
年
、
一
八－

一
九
頁
。（

上
野 

正
章
）

『
賀
茂　

箙　

松
風　

蝉
丸　

身
延　

山
姥
』
小
河
多
左
衛
門
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
年
）、
丁
付
け
な
し
（
個
人
蔵
）。

「
恋
慕
」「
哀
傷
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。




