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第
七
条　

座
敷
謡
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本
・
演
博
本

【
翻
刻
】

　
　

第
七　

座
鋪
謡
之
事 

拍
子
の
謡
ハ
鳴
物
に
ま
き
る
ゝ
事
も
有
へ
し
。
す
う
た
ひ
ハ
ふ
し
の
善
悪
も
程
拍
子
あ
ひ
も
、す
こ
し
の
つ
ま
つ
き
ま
て
き
つ
か
り
と

顕
れ
、
地
の
さ
そ
う
に
至
る
ま
て
、
其
人
の
ぶ
た
し
な
ミ
と
①
し
ら
る
ゝ
。
其
会
の
謡
の
番
組
の
通
、
②
心
得
す
る
事
、
上
手
芸
也
。

③
た
と
へ
ハ
不
断
流
通
の
人
な
り
と
い
ふ
と
も
、
放
心
せ
さ
る
を
名
人
と
せ
り
。
扨
其
座
敷
小
座
敷
に
て
、
同
音
も
不
人
、
聞
人
も
す

く
な
き
と
き
ハ
、
大
か
た
調
子
ハ
平
調
に
う
た
ひ
て
よ
し
。
但
我
心
の
う
ち
に
吟
し
て
み
る
へ
し
。
平
調
な
れ
ハ
、
よ
き
と
い
ふ
て

も
、
生
な
か
ら
に
し
て
平
調
の
調
子
に
④
か
ゝ
る
人
ハ
、
い
か
ゝ
す
へ
し
。
平
調
に
か
き
る
⑤
と
（
い
ふ
ハ
）
ひ
か
事
な
り
。
其
人
ハ

我
心
に
か
な
ふ
調
子
可
然
候
。

扨
大
座
敷
数
人
の
時
ハ
、
双
調
に
う
た
ひ
よ
ろ
し
か
る
へ
し
。
双
調
叶
ハ
す
ハ
右
之
こ
と
し
。
此
二
調
子
の
高
下
の
程
を
知
事
、
第

三
十
の
所
に
委
細
に
し
る
せ
り
。
扨
シ
テ
ワ
キ
と
モ
に
心
を
さ
た
め
て
、
祝
言
幽
玄
恋
慕
哀
傷
の
音
声
、
其
程
〳
〵
に
う
た
ひ
出
す
へ

し
。
惣
し
て
ワ
キ
か
た
、
我
声
の
よ
き
を
き
か
せ
ん
と
て
、
不
功
人
ハ
大
夫
に
も
か
ま
わ
す
、
調
子
を
か
へ
て
、
ゑ
し
や
く
も
な
く
う

た
ふ
事
、
傍
若
無
人
也
。
其
相
手
〳
〵
の
か
た
へ
調
子
尋
ル
事
、
秘
事
也
。
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ワ
キ
方
う
た
ひ
の
次
第
ハ
大
臣
ワ
キ
ハ
ち
よ
く
し
な
れ
ハ
、初
よ
り
い
か
に
も
う
ず
た
か
く
謡
ふ
事
也
。
神
し
よ
く
の
ワ
キ
大
か
た
同

前
。
是
も
、
す
こ
し
の
替
り
の
有
と
も
、
用
て
益
な
き
事
也
。
僧
ワ
キ
、
下
僧
上
り
僧
の
違
ひ
有
と
い
へ
と
も
、
是
も
益
な
し
。
大
て

い
に
う
ハ
に
す
る
り
と
う
た
ふ
へ
し
。
関
守
な
ど
ハ
い
か
に
も
し
ほ
れ
ぬ
心
を
持
て
、
つ
よ
〳
〵
と
う
た
ふ
へ
し
。
人
あ
き
人
、
⑥
是

も
し
ほ
れ
ぬ
様
に
、
あ
ら
〳
〵
と
⑦
う
と
ふ
へ
し
。

論
義
と
い
懸
の
事
⑧
（
大
臣
ワ
キ
神
霊
へ
の
）
と
い
か
け
論
儀
う
や
ま
ふ
心
持
有
へ
し
。
田
夫
の
あ
ひ
し
ら
ひ
と
ハ
各
別
た
る
へ
し
。

ま
た
、
あ
ふ
む
小
町
な
と
の
類
ハ
、
田
夫
と
は
ち
か
ひ
有
へ
し
。
僧
ワ
キ
も
、
名
僧
貴
僧
田
夫
と
い
か
け
論
義
、
前
の
通
。
但
女
の

類
、
児
（
チ
ゴ
ワ
ラ
ハ
）
童
の
る
い
ハ
、
し
と
や
か
に
と
い
か
け
て
よ
し
。
ま
ほ
ろ
し
夢
中
の
人
に
こ
と
は
を
か
ハ
す
事
、
一
虚
一
実
哀
殺
の
音
と
い

へ
り
。
い
つ
れ
の
家
に
も
、
こ
の
音
声
、
秘
蔵
の
事
な
り
。

物
狂
に
論
義
ハ
、
僧
俗
の
ワ
キ
と
も
に
う
す

（
マ
マ
・
つ
）く

し
か
ら
せ
す
慥
ニ
こ
と
ハ
る
事
也
。
下
人
へ
の
あ
ひ
し
ら
ひ
、
又
其
心
得
可
有
候
。

鬼
神
ま
た
ハ
人
を
打
ワ
キ
、
論
義
と
い
や
う
す
こ
し
も
よ
わ
ミ
を
あ
ら
せ
す
、
お
も
し
ろ
く
も
な
く
、
き
ひ
し
く
心
に
う
た
ふ
へ
し
。

右
の
条
々
、
か
や
う
に
か
き
し
る
せ
ハ
と
て
、
り
き
ミ
を
付
あ
ま
り
う
ま
く
に
せ
る
ハ
、
か
へ
つ
て
大
き
に
き
ら
ふ
事
也
。
ワ
キ
謡
ハ

音
曲
が
ら
せ
す
、
た
ゝ
す
る
〳
〵
と
う
た
ふ
事
、
大
夫
へ
の
時
宜
也
。
大
夫
心
持
同
前
、
此
等
の
義
ハ
書
進
上
い
た
す
に
不
及
。
其
謡

〳
〵
に
自
然
に
さ
た
ま
り
有
事
に
候
。
乍
去
、
此
心
得
に
う
た
ひ
不
申
候
へ
は
達
者
と
ハ
難
申
御
入
候
。

去
年
、
有
吟
味
し
た
か
り
給
ふ
人
の
前
に
て
、
清
経
の
曲
舞
よ
り
き
り
ま
て
を
所
望
に
よ
つ
て
う
た
ひ
候
へ
ハ
、
過
て
後
、
修
羅
の
う

た
ひ
や
う
に
ハ
す
こ
し
よ
ハ
く
聞
へ
候
と
申
さ
れ
き
。
返
事
に
、
修
羅
も
し
ゆ
ら
に
よ
る
事
に
候
。
清
経
ハ
左
中
将
に
て
公
家
な
れ

ハ
、
武
将
の
修
羅
よ
り
■
（
も
カ
）少
よ
ハ
く
我
家
に
ハ
う
た
ひ
申
也
。
仏
経
に
現
在
の
果
を
見
て
未
来
を
し
る
と
金
言
御
入
候
と
こ
た
へ
て

御
座
候
へ
ハ
、
一
座
け
に
も
と
い
ふ
人
お
ほ
し
。

さ
て
又
太
夫
ツ
レ
ワ
キ
ツ
レ
と
も
に
、つ
れ
に
た
つ
人
よ
り
も
調
子
を
め
ら
せ
て
う
た
ふ
習
ひ
也
。
太
夫
う
た
ひ
出
し
よ
り
ハ
一
字
分
中

ほ
と
、
ツ
レ
を
そ
く
付
て
よ
し
。
太
夫
と
同
し
出
や
う
な
れ
ハ
か
な
ら
す
そ
ろ
ハ
ぬ
也
。
其
後
ハ
太
夫
の
謡
を
取
入
て
、
一
口
に
う
た

ふ
物
也
。
⑨
（
太
夫
と
そ
ろ
は
ぬ
は
ち
じ
よ
く
な
り
。）
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惣
し
て
ツ
レ
、
ワ
キ
に
か
き
ら
す
、
鳴
物
、
狂
言
に
い
た
る
ま
て
太
夫
に
随
ハ
す
と
い
ふ
事
な
し
。
又
地
の
謡
や
う
も
右
の
心
持
に
よ

る
へ
し
。
さ
り
な
か
ら
、
地
う
た
ひ
ハ
い
つ
れ
も
そ
の
し
な
⑪
よ
り
も
、
す
こ
し
つ
よ
く
う
た
ふ
事
な
ら
ひ
也
。

【
校
異
】

①　
　

し
ら
る
ゝ
―
し
ら
る
れ
（
鴻
・
演
）

②　
　

心
得
―
得
心
（
鴻
・
演
）

③　
　

た
と
へ
ハ
―
た
と
へ
（
鴻
・
演
）

④　
　

か
ゝ
る
―
か
ゝ
ら
ぬ
（
鴻
・
演
）

⑤　
　

と
―
と
い
ふ
ハ
（
鴻
・
演
）

⑥　
　

是
も
し
ほ
れ
ぬ
様
に
―
こ
れ
も
し
ほ
れ
す
（
鴻
・
演
）

⑦　
　

う
と
ふ
―
う
た
ふ
（
鴻
・
演
）

⑧　
　

高
ナ
シ
。
演
・
鴻
よ
り
補
う
。

⑨　
　

高
ナ
シ
。
演
・
鴻
よ
り
補
う
。

⑩　
　

よ
り
―
よ
り
よ
り
（
衍
字
か
）（
鴻 

・
演
）

【
現
代
語
訳
】 

第
七　

座
敷
謡
に
つ
い
て

囃
子
に
合
わ
せ
て
謡
う
謡
は
、
囃
子
の
音
に
紛
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
囃
子
の
な
い
素
謡
は
、
ふ
し
の
謡
い
方
の
善
し
悪
し
も
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間
拍
子
も
、
わ
ず
か
な
失
敗
ま
で
際
立
っ
て
見
え
て
き
て
、
地
謡
の
粗
相
に
至
る
ま
で
そ
の
人
の
心
得
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
そ
の
会
に
お
い
て
、
曲
の
順
番
や
状
況
な
ど
、
よ
く
承
知
す
る
こ
と
は
巧
み
な
芸
で
あ
る
。
た
と
え
普
段
か
ら
謡
に
精
通

し
た
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
油
断
な
く
緊
張
感
を
持
ち
続
け
る
人
だ
け
が
名
人
と
さ
れ
る
の
だ
。

さ
て
、
そ
の
会
場
が
小
さ
い
座
敷
で
地
謡
も
お
ら
ず
、
聴
衆
も
少
な
い
と
き
は
、
だ
い
た
い
音
の
高
さ
は 

平
調
で
謡
う
の
が
適
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
の
心
の
中
で
謡
っ
て
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
平
調
の
高
さ
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
っ
て
も
、
生
ま

れ
つ
い
て
平
調
の
高
さ
で
は
な
い
人
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
平
調
に
限
る
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人

は
、
自
分
の
気
持
ち
に
合
っ
た
音
の
高
さ
で
謡
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
会
場
が
大
座
敷
で
謡
い
手
が
数
人
い
る
と
き
は
、
双
調
の
高
さ
で
謡
う
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
双
調
の
音
が
と
れ
な
い
時

は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
平
調
と
双
調
の
高
さ
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
「
十
二
調
子
聞
分
図
」
に
詳
細
を
記
し
て
い

る
。さ

て
、
素
謡
で
は
、
シ
テ
・
ワ
キ
と
も
に
音
の
高
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
心
に
抱
い
て
、
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・ 

哀
傷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
音

声
の
種
類
に
応
じ
て
、
謡
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。

概
し
て
下
手
な
ワ
キ
方
は
、
自
分
の
声
の
よ
さ
を
聴
か
せ
よ
う
と
し
て
、
シ
テ
謡
の
者
に
気
を
か
け
ず
、
音
の
高
さ
の
具
合
を
変
え

て
、
遠
慮
も
な
く
謡
う
の
は
、
傍
若
無
人
な
こ
と
で
あ
る
。
事
前
に
相
手
と
な
る
方
々
へ
音
の
高
さ
な
ど
具
合
を
尋
ね
る
こ
と
は
秘
事

で
あ
る
。

ワ
キ
方
が
謡
う
次
第
の
部
分
で
は
、
大
臣
で
あ
る
ワ
キ
は
勅
使
な
の
で
、
最
初
か
ら
と
て
も
気
高
く
謡
い
始
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
神
職
で
あ
る
ワ
キ
の
場
合
も
大
体
同
じ
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
っ
て
も
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
僧
で
あ
る
ワ
キ
に
は
上

僧
、
下
僧
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
お
お
よ
そ
柔
和
に
滑
ら
か
に
謡
う
の
が
ふ
さ
わ
し

い
。
関
守
な
ど
は
、
い
か
に
も
シ
ャ
キ
ッ
と
萎
れ
な
い
心
持
で
手
強
く
謡
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。〈
自
然
居
士
〉
な
ど
人
買
い
ワ
キ
の

場
合
も
萎
れ
な
い
で
、
荒
々
し
く
謡
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。



─ 83 ─

うたひ鏡　上巻

応
答
や
問
答
に
つ
い
て
、
大
臣
ワ
キ
が
神
霊
の
シ
テ
に
問
う
応
答
は
、
尊
ぶ
心
持
が
ふ
さ
わ
し
い
。
農
夫
な
ど
田
舎
風
情
な
シ
テ
に

対
す
る
受
け
答
え
と
は
、
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、〈
鸚
鵡
小
町
〉
な
ど
の
曲
は
田
舎
風
な
シ
テ
と
は
違
っ
て
い
る
の
が
よ
い
。

僧
ワ
キ
は
名
僧
や
貴
僧
が
田
舎
風
情
の
シ
テ
に
問
う
応
答
の
場
合
、
前
の
と
お
り
で
あ
る
。
但
し
、
シ
テ
が
女
性
の
曲
や
稚
児
が
出
る

曲
は
、
し
と
や
か
に
問
い
か
け
て
も
よ
い
。

幻
や
夢
の
中
に
い
る
シ
テ
に
問
い
か
け
る
場
合
は
、
一
虚
一
実
哀
殺
の
音
と
云
い
、
ど
の
家
で
も
そ
れ
を
秘
事
と
し
て
い
る
。
物
狂

の
曲
に
み
る
応
答
は
、
僧
侶
や
俗
人
の
ど
ち
ら
の
ワ
キ
も
き
れ
い
に
謡
わ
ず
、
し
っ
か
り
わ
か
る
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
。
身
分
の
低

い
者
へ
の
応
答
も
同
じ
よ
う
な
心
得
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
鬼
神
ま
た
は
人
に
暴
力
を
ふ
る
う
シ
テ
へ
の
ワ
キ
の
応
答
の
仕
方
は
、少

し
も
弱
み
を
見
せ
ず
趣
も
な
く
、
厳
格
な
心
で
謡
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
書
き
は
し
た
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
頑
張
っ
て
あ
ま
り
上
手
に
し
よ
う
と
す
る
の 

は
、
か
え
っ
て
良
く
な
い
。

ワ
キ
謡
は
大
げ
さ
な
抑
揚
を
付
け
ず
、ス
ル
ス
ル
と
謡
う
こ
と
が
シ
テ
に
対
す
る
礼
儀
で
あ
る
。
シ
テ
の
心
持
も
同
様
で
わ
ざ
わ
ざ
書

き
留
め
る
に
は
及
ば
な
い
。
そ
の
謡
ご
と
に
応
答
の
仕
方
は
、
お
の
ず
と
定
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
応
答
の
仕

方
の
心
得
を
わ
き
ま
え
ず
に
謡
う
人
は
、
達
者
と
は
い
え
な
い
。

以
前
に
、
あ
る
批
評
し
た
が
る
人
の
前
で
〈
清
経
〉
の
曲
舞
か
ら
キ
リ
ま
で
を
所
望
に
よ
っ
て
謡
っ
た
際
、
謡
い
終
え
た
後
に
「
修

羅
の
謡
に
し
て
は
少
し
弱
く
感
じ
ま
す
。」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
返
事
に
「
修
羅
の
謡
い
方
も
修
羅
の
内
容
に
よ
っ
て
く
る
も
の
で
す
。

〈
清
経
〉
は
左
中
将
の
公
家
な
の
で
、
武
将
の
修
羅
よ
り
も
少
し
弱
め
に
当
家
で
は
謡
っ
て
い
る
の
で
す
。
仏
典
に
現
在
の
果
を
み
て

未
来
を
知
る
と
い
う
優
れ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。」
と
答
え
て
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
人
々
に
な
る
ほ
ど
と
い
う 

人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ま
た
シ
テ
ツ
レ
・
ワ
キ
ツ
レ
と
も
に
、
シ
テ
・
ワ
キ
よ
り
も
音
の
高
さ
を
下
げ
気
味
に
謡
う
習
わ
し
が
あ
る
。
シ
テ
の
謡
い

出
し
よ
り
も
半
字
分
ほ
ど
後
に
ツ
レ
が
遅
れ
て
付
く
と
よ
い
。
シ
テ
と
同
時
に
謡
出
す
と
必
ず
揃
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
シ
テ
が
謡
い

出
し
た
あ
と
に
シ
テ
の
謡
を
真
似
て
、
ま
る
で
一
人
で
謡
っ
て
い
る
よ
う
に
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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概
し
て
ツ
レ
・
ワ
キ
に
限
ら
ず
、
囃
子
・
狂
言
に
至
る
ま
で
シ
テ
に
従
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
ま
た
地
謡
の
謡
い
方
も
前
述
し
た

よ
う
な
心
持
で
謡
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
謡
は
ど
ん
な
曲
で
も
そ
の
位
よ
り
も
す
こ
し
強
く
謡
う
こ
と
が
慣
例
で
あ

る
。

【
解
説
】

座
敷
謡
と
は
、
座
敷
な
ど
の
小
規
模
の
室
内
で
演
奏
さ
れ
る
謡
を
指
す
も
の
で
、
能
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
謡
の
様
式
と
異
な
る
。
座

敷
謡
の
演
奏
形
態
に
は
、
独
吟
や
連
吟
な
ど
の
素
謡
の
ほ
か
に
、
謡
と
囃
子
や
囃
子
の
み
な
ど
、
様
々
な
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。

『
う
た
ひ
鏡
』
第
七
条
で
は
、
主
に
座
敷
で
謡
わ
れ
る
素
謡
に
焦
点
を
あ
て
、
歌
唱
技
法
や
心
構
え
な
ど
を
実
践
的
な
事
例
と
と
も

に
説
明
し
て
い
る
。

最
初
に
、
座
敷
の
広
さ
と
謡
の
音
高
の
関
係
、
シ
テ
謡
と
ワ
キ
謡
の
謡
出
し
の
注
意
点
が
述
べ
ら
れ
る
。
座
敷
謡
の
音
高
の
記
述
に

関
し
て
、
歴
史
的
に
謡
伝
書
で
確
認
す
る
と
、
世
阿
弥
『
申
楽
談
儀
』（
室
町
前
期
）
に
お
い
て
「
調
子
を
音
取
り
て
、
謡
ひ
出
べ
し
」

と
記
さ
れ
る
。
当
時
、
謡
出
し
の
調
子
を
一
節
切
で
音
取
を
し
て
整
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
調
子
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な

い
。
の
ち
の
『
八
帖
花
伝
書
』（
室
町
末
期
）
に
は
、
小
座
敷
が
平
調
、
広
間
は
双
調
、『
五
音
観
世
道
見
書
物
』（
成
立
未
詳
・
永
正

元
年
奥
書
あ
り
）
に
は
、
小
座
敷
が
平
調
、
大
座
敷
は
双
調
・
黄
渉
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
記
述
と
一
部
類
似

す
る
。

続
い
て
、
次
第
や
論
義
の
部
分
に
関
す
る
シ
テ
・
ワ
キ
の
謡
い
方
や
心
得
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
次
第
に
お
け
る
「
関
守
・
人

あ
き
人
」、「
女
の
類
・
児
童
の
類
」、「
僧
俗
ワ
キ
」、「
鬼
神
ワ
キ
」
な
ど
の
役
柄
の
箇
所
で
は
、『
八
帖
花
伝
書
』
と
内
容
が
部
分
的

に
一
致
す
る
（【
参
考
】
②
参
照
）。
ま
た
、
論
義
と
は
、
本
来
仏
教
儀
式
の
問
答
形
式
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
能
に
お
い
て
も
、

役
と
役
、
役
と
地
謡
が
交
互
に
謡
う
問
答
部
分
を
指
す
。
さ
ら
に
現
行
で
は
、
明
確
な
平
ノ
リ
の
小
段
で
あ
る
「
ロ
ン
ギ
」
に
細
分
化
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し
て
い
る
。
第
七
条
の
「
論
義
」
の
記
述
を
見
る
と
、
現
行
の
「
ロ
ン
ギ
」
に
限
定
し
た
内
容
で
は
な
く
、
台
詞
と
う
た
の
両
方
を
含

む
広
義
的
な
問
答
部
分
を
説
明
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

最
後
の
部
分
で
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
筆
者
が
座
敷
で
独
吟
を
演
奏
し
た
際
、
そ
の
演
奏
に
対
す
る
批
判
を
受
け
、
家
の
芸
風
に
よ

る
解
釈
の
違
い
に
よ
る
と
説
き
伏
せ
た
事
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
座
敷
謡
の
記
述
は
、管
見
の
限
り
他
の
謡
伝
書
に
お

い
て
認
め
ら
れ
ず
、『
う
た
ひ
鏡
』
筆
者
独
自
の
視
点
を
強
調
す
る
も
の
と
い
え
る
。

【
参
考
】

①
『
申
楽
談
儀
』

一
、  

祝
言
は
、
呂
の
声
に
て
謡
ひ
出
べ
し
。
深
き
習
ひ
有
べ
し
。
ま
さ
し
く
、
其
座
敷
に
て
の
時
の
調
子
は
有
も
の
也
。
此
座
敷
に
て
は
い
か
程
成

べ
き
が
よ
か
る
べ
き
と
、
勘
へ
見
べ
し
。
先
、
心
を
よ
く
そ
れ
に
な
せ
ば
、
一
日
二
日
稽
古
し
た
る
程
に
む
か
ふ
也
。
能
々
心
を
静
め
、
調
子

を
音
取
り
て
、
謡
ひ
出
べ
し
。

（
表
・
加
藤
校
註
『
世
阿
弥
禅
竹
』1974

：275
）

②
『
八
帖
花
伝
書
』（『
う
た
ひ
鏡
』
に
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
た
）

一　

  

座
敷
に
て
謡
の
調
子
の
事
。
小
座
敷
に
て
は
、
平
調
よ
り
謡
ひ
出
し
、
双
調
に
上
げ
て
、
謡
ひ
留
む
る
な
り
。〔
一
〕
広
間
に
て
は
、
双
調
よ
り

黄
鐘
に
謡
ひ
留
む
る
な
り
。

（
林
屋
校
註
『
古
代
中
世
芸
術
論
』1973

：530

）

一　

  

つ
れ
に
立
候
者
、
謡
ひ
よ
う
の
事
。
大
夫
よ
り
調
子
を
乙
ら
せ
て
謡
ふ
べ
し
。
付
合
し
て
、
謡
ひ
出
す
を
聞
き
、
文
字
一
半
分
ほ
ど
、
遅
く
付

る
な
り
。
大
夫
と
同
じ
や
う
に
謡
ひ
出
し
候
は
ん
と
思
ひ
候
へ
ば
、
謡
出
揃
は
ぬ
物
也
。
付
合
、
い
か
に
も
、
そ
ぐ
〳
〵
に
な
き
や
う
に
、
一

口
に
て
謡
ふ
様
に
聞
え
候
や
う
に
嗜
む
べ
し
。
大
夫
の
謡
、
よ
く
吟
じ
う
か
が
ふ
て
謡
ふ
べ
し
。
も
し
、
大
夫
よ
り
早
く
謡
出
す
事
な
ど
、
沙

汰
の
限
り
恥
辱
也
。
た
と
ひ
、
大
夫
下
手
に
て
、
つ
れ
上
手
成
共
、
大
夫
（
へ
）
付
け 
べ
し
。
惣
別
、
つ
れ
に
限
ら
ず
、
諸
役
者
、
共
に
何
と
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上
手
の
寄
合
に
て
、
大
夫
一
人
下
手
成
共
、
大
夫
を
う
か
が
ふ
べ
し
。

（
林
屋
校
註
『
古
代
中
世
芸
術
論
』1973

：547

）

一　

  

脇
、
為
手
に
謡
ひ
掛
け
や
う
の
事
。
女
の
部
類
・
児
童
の
部
類
な
ど
を
、
い
か
に
も
し
と
や
か
に
、
荒
々
し
き
事
を
去
り
、
し
な
ふ
心
に
問
ひ

掛
け
候
な
り
。

一　

鬼
神
に
物
言
ふ
事
。
是
、
い
か
に
も
弱
味
な
し
、
強
々
と
面
白
が
ら
せ
ず
に
、
た
し
や
か
に
問
ひ
掛
く 

べ
し
。

一　

関
守
な
ど
の
脇
、
い
か
に
も
萎
れ
ぬ
心
を
持
、
強
々
と
謡
ふ
べ
し
。

（
林
屋
校
註
『
古
代
中
世
芸
術
論
』1973
：553

）

一　

人
商
人
、
是
も
、
い
か
に
も
萎
れ
ぬ
心
を
持
ち
、
強
々
荒
々
と
謡
ふ
べ
し
。

一　

物
狂
の
仕
手
に
問
ひ
掛
け
や
う
。
美
し
が
ら
せ
ず
し
て
、
た
し
や
か
に
問
ふ
べ
し
。

（
林
屋
校
註
『
古
代
中
世
芸
術
論
』1973

：554

）

一　

惣
別
の
脇
、
為
手
へ
謡
は
せ
様
。
い
か
に
も
面
白
が
ら
せ
ず
、
音
曲
が
ま
し
き
事
も
な
く
、
た
ゞ
す
る 

〳
〵
と
謡
べ
し
。

（
林
屋
校
註
『
古
代
中
世
芸
術
論
』1973

：555

）

一　

  

座
敷
謡
、
鼓
な
き
時
の
謡
や
う
の
事
。
謡
ひ
据
ゑ
候
処
、
大
略
の
と
こ
ろ
、
謡
ひ
据
ゑ
候
が
よ
く
候
。

（
林
屋
校
註
『
古
代
中
世
芸
術
論
』1973

：556

）
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③
『
五
音
観
世
道
見
書
物
』

一
、  
座
敷
う
た
ひ
の
次
第
の
事
、
そ
の
座
し
き
の
人
数
に
随
へ
し
、
小
座
敷
な
ど
、
又
は
十
人
は
か
り
ほ
と
の
事
な
ら
は
、
平
調
な
ど
ニ
定
て
、
こ

う
た
ひ
を
う
た
ふ
べ
し
、
大
座
敷
な
ら
は
、
双
調
、
黄
渉
な
と
に
て
う
た
ふ
べ
し
、
先
一
番
の
謡
ハ
、
人
の
耳
に
入
ほ
と
に
、
は
た
〳
〵
と
詠

ゐ
だ
し
て
、
人
の
心
を
し
つ
め
さ
せ
て
、
次
第
〳
〵
に
静
に
曲
す
べ
き
也
、
そ
の
座
敷
の
人
数
程
、
な
が
き
う
た
ひ
を
□う
カ

た
ひ
て
よ
し
、
謡
を

さ
げ
て
一
ツ
い
ひ
出
し
、
後
ハ
上
て
い
ひ
い
た
す
べ
し
、
口
伝
あ
り

（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
般
若
窟
文
庫https://nohken-kom

paru.hosei.ac.jp/books/large/1098/1

）

（
髙
橋
葉
子
編
「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」
翻
刻
デ
ー
タ
参
照

https://rijtm
.kcua.ac.jp/archives/kanzedom

izaihandensyo.htm
l

）

（
坂
東 

愛
子
）




