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待
謡
を
め
ぐ
る
考
察　
　
　

井
上　

愛
＊
日
本
文
化
学
科　

非
常
勤
講
師

待
謡
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

2
、
共
用
さ
れ
る
待
謡

　

世
阿
弥
作
（
改
作
・
補
綴
含
む
）
の
複
式
夢
幻
能
で
待
謡
の
あ
る
曲
を
、
次
の
五

項
目
に
分
け
て
そ
の
内
容
を
確
認
す
）
4
（
る
。

＊
ワ
キ
が
奇
瑞
を
待
つ　

十
三
曲

松
浦
（
上
掛
り
）　

布
留　

箱
崎　

鵜
羽　

呉
服　

老
松　

弓
八
幡　

放

生
川　

当
麻　

志
賀
（
下
掛
り
）　

右
近
（
上
掛
り
）　

御
裳
濯
川
（
下
掛

り
）　

松
尾

＊
ワ
キ
の
仮
寝　

十
五
曲

（
仮
寝
と
奇
瑞
）
難
波　

融　

須
磨
源
氏

（
仮
寝
と
弔
い
）
敦
盛
（
下
掛
り
）　

浮
舟
（
上
掛
り
）　

女
郎
花　

求
塚

（
仮
寝
）
松
浦　

忠
度　

敦
盛
（
上
掛
り
）　

頼
政　

八
島　

井
筒　

阿
古

屋
松　

御
裳
濯
川
（
下
掛
り
）

＊
ワ
キ
の
弔
い　

九
曲

船
橋　

鵜
飼　

通
盛　

鵺　

実
盛　

采
女　

東
北　

玉
水　

錦
木

＊
ワ
キ
の
移
動　

二
曲

浮
舟
（
下
掛
り
）　

高
砂

＊
そ
の
他　

五
曲

姨
捨
（
更
科
の
情
景
）　

江
口
（
遊
女
の
川
遊
び
）　

檜
垣
（
突
然
の
日
暮

れ
）　

山
姥
（
山
巡
り
の
情
景
）　

志
賀
（
上
掛
り
・
志
賀
の
情
景
）

　

最
も
多
い
の
が
「
ワ
キ
の
仮
寝
」
を
謡
う
待
謡
だ
が
、
こ
れ
は
仮
寝
と
奇
瑞
や
仮

寝
と
弔
い
と
い
っ
た
複
数
の
要
素
を
含
む
も
の
も
あ
り
、
括
弧
で
注
記
し
た
。
次
に

多
い
の
が
「
ワ
キ
が
奇
瑞
を
待
つ
」
待
謡
で
、
神
仏
（
ま
た
は
神
仏
に
準
じ
る
超
現

待
謡
を
め
ぐ
る
考
察

　

―
　

世
阿
弥
作
品
を
中
心
に
し
て

井
上　

愛＊

1
、
は
じ
め
に

　

待
謡
と
は
謡
事
の
一
種
で
、
と
く
に
複
式
夢
幻
能
で
ワ
キ
が
後
シ
テ
を
待
つ
際
に

謡
う
﹇
上
ゲ
歌
﹈
を
指
）
1
（

す
（
能
楽
大
事
典
）。『
妙
佐
本
仕
舞
付
』（
慶
長
三
年
一
五

九
八
書
写
）
に
「
ア
イ
ノ
謡
立
テ
云
。
舞
台
中
へ
出
、
上
面
ヘ
ム
キ
、「
三
五
夜
中
」

ヲ
云
」（〈
伯
母
捨
〉）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
待
謡
は
元
来
「
間
の
謡
」
と
称
さ
れ
て

い
）
2
（
た
。
こ
の
古
名
に
よ
っ
て
、
元
来
、
待
謡
は
後
場
の
始
め
で
は
な
く
、
間
狂
言
の

最
後
の
謡
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
）
3
（

る
。

　

複
式
夢
幻
能
を
「
超
現
実
的
存
在
が
現
世
に
現
れ
、
人
間
と
ひ
と
と
き
の
交
流
を

す
る
」
と
い
う
出
来
事
を
舞
台
化
す
る
劇
的
形
式
と
す
る
と
、
待
謡
は
そ
の
名
称
通

り
、
人
間
が
超
現
実
的
存
在
の
登
場
を
待
つ
状
況
が
謡
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
拙
稿

は
世
阿
弥
作
を
中
心
に
し
た
待
謡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
複
式
夢
幻
能
に
お
け
る
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二
〇
一
八
年

シ
テ
＼
見
れ
ば
懐
か
し
や
、
地
＼
わ
れ
な
が
ら
懐
か
し
や
、
亡
夫
魂
霊
の
姿
は
、

萎
め
る
花
の
、
色
無
う
て
匂
ひ
、
残
り
て
在
原
の
、
寺
の
鐘
も
ほ
の
ぼ
の
と
、

明
く
れ
ば
古
寺
の
、
松
風
や
芭
蕉
葉
の
、
夢
も
破
れ
て
覚
め
に
け
り
、
夢
は
破

れ
明
け
に
け
り

ワ
キ
が
目
覚
め
る
と
い
う
描
写
を
す
る
曲
は
意
外
に
も
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

は
じ
め
に
ワ
キ
が
奇
瑞
を
待
つ
待
謡
が
あ
る
曲
を
十
四
曲
挙
げ
た
が
、
そ
の
な
か

に
は
待
謡
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
検
討
し
た
い
。

　

文
献
上
の
初
出
が
い
ず
れ
も
『
三
道
』（
応
永
三
十
年
奥
書
）
で
あ
る
〈
鵜
羽
・

箱
崎
・
老
松
〉
の
待
謡
を
掲
げ
る
。

嬉
し
き
か
な
や
い
ざ
さ
ら
ば
、
嬉
し
き
か
な
や
い
ざ
さ
ら
ば
、
こ
の
松
蔭
に
旅

居
し
て
、
風
も
嘯
く
寅
の
刻
、
神
の
告
げ
を
も
待
ち
て
見
ん
、
神
の
告
げ
を
も

待
ち
て
見
ん
。

こ
れ
は
ワ
キ
が
深
夜
に
「
神
の
告
げ
」
が
訪
れ
る
の
を
嬉
し
く
思
い
な
が
ら
待
つ
内

容
で
あ
る
。〈
鵜
羽
・
箱
崎
・
老
松
〉
の
待
謡
が
共
通
し
て
い
る
の
は
、
シ
テ
が
奇

瑞
を
見
せ
る
神
能
に
お
い
て
、
祝
言
性
の
あ
る
内
容
が
様
々
な
神
能
に
適
用
可
能
だ

っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
能
の
詞
章
は
﹇
ク
セ
﹈
を
置
き
換
え
た
り
や
キ
リ
が
同
じ
曲
が

あ
る
な
ど
詞
章
を
援
用
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
の
で
、
待
謡
も
そ
の
一
つ
だ
と
思
わ

れ
る
。〈
鵜
羽
・
箱
崎
〉
は
、
曲
の
構
成
や
詞
章
の
技
巧
面
な
ど
か
ら
比
較
的
早
い

時
期
に
作
書
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
）
5
（

ら
、
世
阿
弥
は
神
能
を
作

能
し
始
め
た
初
期
か
ら
こ
の
待
謡
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
待
謡
は
汎
用
性
が
高
か
っ
た
よ
う
で
、
改
作
さ
れ
た
曲
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
、

た
と
え
ば
〈
呉
服
・
金
札
〉
に
み
ら
れ
る
。〈
呉
服
〉
の
現
行
の
演
出
形
態
は
中
ノ

舞
物
風
流
能
だ
が
原
曲
は
女
体
神
能
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
演
出
形
態
だ
け

で
な
く
詞
章
も
後
年
に
改
訂
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
て
、
待
謡
も
そ
の
中
に
含
ま

れ
る
可
能
性
が
あ
る
）
6
（

し
、
十
五
世
大
夫
観
世
元
章
が
明
和
改
正
謡
本
で
二
場
物
か
ら

実
的
存
在
）
が
登
場
す
る
曲
が
当
て
は
ま
る
。

　

待
謡
と
の
関
連
で
終
曲
部
に
は
ど
の
よ
う
な
形
が
多
い
の
か
を
確
認
す
る
た
め
、

終
曲
部
を
六
項
目
に
分
類
し
た
。
終
曲
部
に
ワ
キ
の
目
覚
め
と
シ
テ
が
弔
い
を
頼
む

と
い
っ
た
複
数
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
判
断
の
目
安
と
し
て
末
尾
の
内

容
を
優
先
し
た
。

＊
奇
瑞
（
神
託
・
宝
の
授
受
・
御
代
の
賛
美
等
）　

十
七
曲

老
松　

高
砂　

呉
服　

布
留　

弓
八
幡　

鵜
羽　

志
賀　

難
波
梅　

右
近　

放
生
川　

箱
崎　

江
口　

右
近　

志
賀　

御
裳
濯
川　

松
尾

＊
ワ
キ
が
夢
か
ら
覚
め
る　

三
曲

井
筒　

松
浦

＊
シ
テ
が
成
仏
す
る　

三
曲

通
盛　

船
橋　

鵜
飼

＊
シ
テ
が
ワ
キ
に
弔
い
を
頼
む　

七
曲

敦
盛　

実
盛　

忠
度　

頼
政　

采
女　

檜
垣　

女
郎
花

＊
シ
テ
が
姿
を
消
す　

六
曲

鵺　

融　

求
塚　

玉
水　

東
北　

阿
古
屋
松

＊
そ
の
他　

七
曲

八
島
（
八
島
の
夜
明
け
）　

山
姥
（
山
巡
り
）　

姨
捨
（
シ
テ
が
姨
捨
山
と

一
体
化
）　

浮
舟
（
小
野
の
情
景
）　

錦
木
（
シ
テ
が
塚
と
な
る
）　

当
麻

（
夜
明
け
）　

須
磨
源
氏
（
夜
明
け
）

待
謡
と
終
曲
部
を
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し
て
み
る
と
、
複
式
夢
幻
能
の
典
型
例
と
し
て
よ

く
挙
げ
ら
れ
る
〈
井
筒
〉
の
よ
う
に
、
待
謡
で

更
け
行
く
や
、
在
原
寺
の
夜
の
月
、
在
原
寺
の
夜
の
月
、
昔
を
帰
す
衣
手
に
、

夢
待
ち
添
へ
て
仮
枕
、
苔
の
筵
に
臥
し
に
け
り
、
苔
の
筵
に
臥
し
に
け
り

ワ
キ
が
後
シ
テ
を
夢
で
待
と
う
と
言
い
、
終
曲
部
で
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考
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井
上　

愛

く
中
将
姫
を
シ
テ
と
す
る
点
で
、
普
賢
菩
薩
と
な
る
遊
女
が
シ
テ
の
〈
江
口
〉
と
重

な
り
合
う
。

　

同
種
の
表
現
は
〈
檜
垣
〉
に
も
み
ら
れ
る
。

不
思
議
や
早
く
日
も
暮
て
、
不
思
議
や
早
く
日
も
暮
て
、
川
霧
深
く
立
ち
こ
む

る
、
陰
に
庵
の
灯
の
、
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
不
思
議
さ
よ
、
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
不

思
議
さ
よ
。

右
の
待
謡
は
「
不
思
議
や
〜
不
思
議
さ
よ
」
と
、
急
に
日
暮
れ
て
周
囲
の
様
子
が
一

変
し
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
う
ワ
キ
が
謡
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
の
「
不
思
議
」
に
つ
い
て
思
う
ワ
キ
の
視
点
は
、
待
謡
で
は
な
い
も
の
の
、

〈
実
盛
〉
第
四
段
﹇
問
答
﹈
で
前
シ
テ
・
老
人
が
実
盛
が
戦
っ
た
篠
原
の
合
戦
に
つ

い
て
詳
し
く
語
り
、
ワ
キ
・
遊
行
の
僧
が
不
審
に
思
う
場
面
の
相
似
す
る
。

不
思
議
や
さ
て
は
実
盛
の
、
昔
を
聞
き
つ
る
物
語
り
、
人
の
上
ぞ
と
思
ひ
し
に
、

身
の
上
な
り
け
る
不
思
議
さ
よ

　
〈
実
盛
〉
に
つ
い
て
は
、『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
二
一
年
一
四
一
四
五
月
十
一
日

条
に
、
二
ヶ
月
前
の
三
月
頃
に
斉
藤
別
当
実
盛
の
幽
霊
が
出
現
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
流
説
を
基
に
作
能
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
9
（

る
。
神
仏
を

含
む
超
現
実
的
存
在
の
登
場
に
際
し
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
舟
遊
び
す
る
遊
女
が
現

れ
る
、
妙
音
が
聞
こ
え
て
く
る
、
突
然
の
日
暮
れ
、
と
い
っ
た
通
常
で
は
考
え
ら
れ

な
い
不
思
議
な
光
景
が
立
ち
現
れ
る
状
況
設
定
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
、「
不
思
議

や
」「
言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
」
と
い
っ
た
文
句
が
定
型
句
と
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

待
謡
は
詞
章
を
共
用
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
は
世
阿
弥
作
の
神
能
に
お
い
て
顕

著
で
あ
る
。
神
の
顕
現
・
奇
瑞
を
見
せ
る
神
能
は
、
待
謡
で
人
間
の
ワ
キ
が
後
シ
テ

の
訪
れ
を
待
つ
内
容
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
早
く
か
ら
類
型
的
な
文
句

が
様
々
な
神
能
で
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

半
能
形
式
に
改
訂
さ
れ
た
〈
金
札
〉
は
、
改
作
の
際
に
待
謡
が
流
用
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
）
7
（
る
。

　

ち
な
み
に
、
当
該
待
謡
は
世
阿
弥
作
の
可
能
性
が
高
い
〈
放
生
川
〉
の
上
掛
り
写

本
・
観
世
宗
節
筆
巻
子
本
（
観
世
文
庫
蔵
）
お
よ
び
原
左
門
奥
書
三
番
綴
謡
本
（
鴻

山
文
庫
蔵
）
に
も
み
ら
れ
）
8
（
る
。〈
放
生
川
〉
は
写
本
に
よ
っ
て
待
謡
の
異
同
が
多
い

曲
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
待
謡
が
様
々
な
神
能
に
対
応
可
能
な
詞
章
で
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
よ
う
。

　

神
能
は
ワ
キ
の
目
前
で
神
託
・
宝
の
授
受
と
い
っ
た
神
の
奇
瑞
を
見
せ
る
こ
と
に

主
眼
が
あ
る
た
め
、
後
場
の
舞
台
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
現

実
世
界
に
お
い
て
奇
瑞
を
起
こ
す
こ
と
が
神
能
の
前
提
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と

も
換
言
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
待
謡
は
詞
章
の
一
部
を
共
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
後
シ
テ
・
遊
女
の

亡
霊
が
普
賢
菩
薩
と
な
る
〈
江
口
〉
の
待
謡
は
、
不
思
議
な
光
景
が
立
ち
あ
が
る
こ

と
を
謡
う
。〈
江
口
〉
世
阿
弥
自
筆
本
（
応
永
三
一
年
九
月
廿
日
奥
書
）
の
待
謡
を

掲
げ
る
。

言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
、
言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
、
月
澄
み
渡

る
川
水
に
、
遊
女
の
謡
ふ
舟
遊
び
、
月
に
見
え
た
る
不
思
議
さ
よ
、
月
に
見
え

た
る
不
思
議
さ
よ

こ
れ
は
月
下
に
遊
女
が
舟
遊
び
を
す
る
姿
が
照
ら
し
だ
さ
れ
、
そ
の
光
景
を
ワ
キ
が

不
思
議
に
思
う
場
面
で
あ
る
が
、
傍
線
「
言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
」
の
箇
所

は
〈
当
麻
〉
の
待
謡
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
、
言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
、
妙
音
聞
こ

え
光
さ
し
、
歌
舞
の
菩
薩
の
目
の
あ
た
り
、
現
は
れ
給
ふ
不
思
議
さ
よ
、
現
は

れ
給
ふ
不
思
議
さ
よ
。

妙
音
が
聞
こ
え
光
射
し
て
中
将
姫
が
現
れ
た
と
い
う
待
謡
は
、
浄
土
経
の
尊
さ
を
説
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②
喜
多
流

露
を
片
敷
く
草
枕
、
露
を
片
敷
く
草
枕
、
日
も
暮
れ
夜
に
も
な
り
し
か
ば
、
念

仏
申
し
敦
盛
の
、
菩
提
を
な
ほ
も
弔
は
ん
、
菩
提
を
な
ほ
も
弔
は
ん
。

　

③
金
春
流
・
金
剛
流

磯
枕
、
苔
の
衣
を
片
敷
き
て
、
苔
の
衣
を
片
敷
き
て
、
岩
根
の
床
に
夜
も
す
が

ら
、
念
仏
申
し
敦
盛
の
、
菩
提
を
深
く
弔
は
ん
、
菩
提
を
深
く
弔
は
ん
。

　

①
〜
③
の
待
謡
後
半
「
念
仏
申
し
敦
盛
の
、
菩
提
を
な
ほ
も
弔
は
ん
」
の
詞
章
は

共
通
す
る
が
、
い
ず
れ
も
前
半
の
詞
章
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
①
待

謡
は
ワ
キ
が
「
弔
ひ
の
法
事
」
を
す
る
だ
け
だ
が
、
②
・
③
待
謡
の
前
半
は
「
露
を

片
敷
く
草
枕
」、「
磯
枕
苔
の
衣
を
片
敷
く
」
と
仮
寝
を
す
る
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

ワ
キ
は
弔
い
だ
け
で
な
く
仮
寝
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
〈
敦
盛
〉
諸
本
を
概
観
す
る
と
、
①
は
上
掛
り
最
古
写
本
『
堀
池
宗
活
節
付
本
』

に
載
り
、
②
は
下
掛
り
最
古
写
本
『
鳥
養
道
晰
節
付
本
』
に
「
露
を
片
敷
く
草
衣0

〜

菩
提
を
な
ほ
も
弔
は
む
」
と
、
現
行
喜
多
流
の
待
謡
と
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
室
町
時
代
末
期
に
は
上
掛
り
と
下
掛
り
の
待
謡
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
）
11
（
る
。
③
待
謡
は
、
慶
長
・
元
和
頃
一
五
九
六
〜
一
六
二
三
に
書
写
さ
れ

た
金
春
流
謡
本
と
目
さ
れ
る
『
慶
長
頃
筆
南
都
社
家
旧
蔵
本
』（
鴻
山
文
庫
蔵
）
に

最
も
早
く
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
金
剛
流
の
室
町
期
写
本
は
現
存
諸
本
か
ら
確

認
で
き
な
い
の
で
同
様
の
詞
章
を
用
い
て
い
た
か
は
特
定
で
き
な
）
12
（

い
。
②
・
③
の
待

謡
は
室
町
期
に
お
け
る
下
掛
り
の
待
謡
の
流
動
性
を
示
す
一
例
と
云
え
る
だ
ろ
）
13
（
う
。

し
た
が
っ
て
、
ど
の
流
儀
が
ど
の
待
謡
を
い
つ
か
ら
用
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
明

確
に
は
で
き
な
い
も
の
の
、
現
存
諸
本
か
ら
、
下
掛
り
は
江
戸
時
代
初
期
に
は
②
・

③
の
待
謡
を
、
上
掛
り
は
①
の
待
謡
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
）
14
（

る
。

　

②
・
③
の
待
謡
の
内
容
は
、
後
場
の
﹇
掛
ケ
合
﹈
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
。

ワ
キ
＼
不
思
議
や
鳬
鐘
を
鳴
ら
し
法
事
を
な
し
て
、
ま
ど
ろ
む
隙
も
な
き
と
こ

3
、
仮
寝
と
弔
い
の
待
謡

　

待
謡
で
仮
寝
が
謡
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
上
掛
り
と
下
掛
り

で
異
な
る
待
謡
を
持
つ
曲
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
た
い
。

　

応
永
二
十
一
年
一
四
一
四
以
前
成
立
〈
難
波
梅
〉
の
待
謡
は
、
上
掛
り
と
下
掛
り

で
待
謡
が
異
な
る
。

見
て
暮
ら
す　

花
の
下
臥
し
更
く
る
夜
の　

花
の
下
臥
し
更
く
る
夜
の　

月
影

と
も
に
静
か
な
る　

気
色
に
染
み
て
音
楽
の　

花
に
聞
こ
ゆ
る
不
思
議
さ
よ　

花
に
聞
こ
ゆ
る
不
思
議
さ
よ

右
に
掲
げ
た
世
阿
弥
自
筆
本
で
は
ワ
キ
の
仮
寝
を
「
花
の
下
臥
し
」
の
歌
語
で
表
し
、

中
入
前
の
「
今
も
こ
の
花
に
戯
れ
…
花
の
下
臥
し
て
待
ち
給
へ
」
の
詞
章
に
照
応
さ

せ
て
い
る
が
、〈
難
波
〉
下
掛
り
最
古
写
本
『
遊
音
抄
』
の
待
謡
は
異
な
る
。

所
か
ら
、
難
波
の
蘆
の
仮
寝
し
て
、
難
波
の
蘆
の
仮
寝
し
て
、
夜
の
舞
楽
の

声
々
に
、
拍
子
を
揃
へ
音
楽
の
、
聞
こ
ゆ
る
こ
と
ぞ
有
難
き
、
聞
こ
ゆ
る
こ
と

ぞ
有
難
き

下
掛
り
古
写
本
に
記
さ
れ
る
こ
の
待
謡
は
、
世
阿
弥
自
筆
本
〈
難
波
梅
〉
か
ら
現
行

〈
難
波
〉
の
演
出
形
態
へ
と
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、
待
謡
も
類
型
的
な
待
謡
へ
と

置
き
換
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
）
10
（

る
。

　

待
謡
が
置
換
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、〈
敦
盛
〉
は
現
行
に
お
い
て
三
種

類
の
待
謡
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　

①
観
世
流
・
宝
生
流

こ
れ
に
つ
け
て
も
弔
ひ
の
、
こ
れ
に
つ
け
て
も
弔
ひ
の
、
法
事
を
な
し
て
夜
も

す
が
ら
、
念
仏
申
し
敦
盛
の
、
菩
提
を
な
ほ
も
弔
は
ん
、
菩
提
を
な
ほ
も
弔
は

ん
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待
謡
を
め
ぐ
る
考
察　
　
　

井
上　

愛

に
そ
の
ま
ま
活
か
す
手
法
や
、
武
勇
の
み
で
知
ら
れ
る
今
井
兼
平
を
シ
テ
と
す
る
選

択
な
ど
か
ら
、〈
兼
平
〉
に
は
世
阿
弥
以
降
の
修
羅
能
の
形
態
を
窺
わ
せ
る
も
の
が

あ
る
と
い
え
）
15
（
る
。

　
『
遊
音
抄
』
の
〈
兼
平
〉
待
謡
は
、「
袖
を
片
敷
く
」
の
詞
章
で
あ
り
「
袖
」
に

「
つ
ゆ
」
と
訂
正
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、〈
兼
平
〉
の
待
謡
の
原
態
は
、「
露
を

片
敷
く
」
の
箇
所
が
「
袖
を
片
敷
く
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
〈
忠
度
〉
の
下
掛
り
最
古
写
本
『
金
春
禅
鳳
巻
子
本
』
に
は
、

袖
を
片
敷
く
草
枕
、
袖
を
片
敷
く
草
枕
、
夢
路
も
さ
ぞ
な
、
入
る
月
の
、
跡
見

え
ぬ
磯
山
の
、
夜
の
花
に
旅
寝
し
て
。
心
も
と
も
に
更
け
行
く
や
、
嵐
烈
し
き

気
色
か
な
、
嵐
烈
し
き
気
色
か
な
。

冒
頭
（
囲
み
部
分
）
が
前
述
〈
兼
平
〉
下
掛
り
古
写
本
と
一
致
し
、
現
在
も
下
掛
り

は
こ
の
待
謡
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
来
〈
兼
平
〉
の
待
謡
の
一
部
と
〈
忠

度
〉
の
待
謡
の
一
部
は
一
致
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〈
忠
度
〉
も
待
謡
が
上
掛
り
と
下
掛
り
で
異
な
り
、
下
掛
り
最
古
写
本
『
金
春
禅

鳳
巻
子
本
』
は
、
待
謡
で
は
他
例
が
あ
ま
り
な
い
二
節
型
の
﹇
上
ゲ
歌
﹈
で
あ
る
。

袖
を
片
敷
く
草
枕
、
袖
を
片
敷
く
草
枕
、
夢
路
も
さ
ぞ
な
、
入
る
月
の
、
跡
見

え
ぬ
磯
山
の
、
夜
の
花
に
旅
寝
し
て
。
心
も
と
も
に
更
け
行
く
や
、
嵐
烈
し
き

気
色
か
な
、
嵐
烈
し
き
気
色
か
な
。

　

②
と
〈
兼
平
・
忠
度
〉
の
待
謡
の
前
半
部
、
③
と
〈
融
〉
の
待
謡
の
前
半
部
が
、

弔
う
こ
と
で
は
な
く
仮
寝
す
る
こ
と
で
一
致
す
る
の
は
、
待
謡
で
仮
寝
が
謡
わ
れ
る

こ
と
が
定
型
化
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
印
象
は
、
複
式
夢
幻
能
の
後
場

は
ワ
キ
の
夢
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
定
型
化
し
、
そ
れ
が
②
・
③
の
待
謡
に
反
映

さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

亡
霊
（
シ
テ
）
と
人
間
（
ワ
キ
）
が
夢
中
で
交
流
を
果
た
す
の
は
、〈
敦
盛
・
兼

平
・
忠
度
〉
と
い
っ
た
修
羅
能
の
ワ
キ
と
シ
テ
が
縁
あ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
も
関
係

ろ
に
、
敦
盛
の
来
り
給
ふ
ぞ
や
、
さ
て
は
夢
に
て
あ
る
や
ら
ん　

シ
テ
「
な
に

し
に
夢
に
て
あ
る
べ
き
ぞ
、
現
の
因
果
を
晴
ら
さ
ん
た
め
に　

＼
こ
れ
ま
で
現

は
れ
来
り
た
り
。

ワ
キ
が
後
シ
テ
の
出
現
を
夢
か
と
疑
う
と
、
後
シ
テ
が
傍
線
「
な
に
し
に
夢
に
て
あ

る
べ
き
ぞ
」
と
否
定
す
る
。
両
者
の
こ
の
﹇
掛
ケ
合
﹈
に
よ
っ
て
、
シ
テ
・
敦
盛
の

霊
は
ワ
キ
・
蓮
生
法
師
の
夢
中
で
は
な
く
、
現
実
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

待
謡
の
内
容
と
右
の
﹇
掛
ケ
合
﹈
は
、
ワ
キ
が
仮
寝
を
す
る
内
容
を
含
む
②
・
③
よ

り
も
、
念
仏
を
唱
え
る
に
と
ど
ま
り
仮
寝
を
表
す
詞
章
の
な
い
①
の
方
が
展
開
に
齟

齬
が
な
い
。

　

次
に
、
②
・
③
の
待
謡
で
仮
寝
が
謡
わ
れ
る
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
、〈
融
〉
の

待
謡
を
取
り
上
げ
た
い
。

磯
枕
、
苔
の
衣
を
片
敷
き
て
、
苔
の
衣
を
片
敷
き
て
、
岩
根
の
床
に
夜
も
す
が

ら
、
な
ほ
も
奇
特
を
見
る
や
と
て
、
夢
待
ち
顔
の
旅
寝
か
な
、
夢
待
ち
顔
の
旅

寝
か
な
。

傍
線
部
は
③
の
待
謡
の
傍
線
部
と
一
致
す
る
。「
磯
・
苔
・
岩
根
」
と
い
う
水
に
ま

つ
わ
る
縁
語
は
、
塩
釜
の
浦
が
舞
台
の
〈
融
〉
と
須
磨
の
浦
が
舞
台
の
〈
敦
盛
〉
か

ら
の
連
想
か
ら
援
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

②
の
待
謡
は
〈
兼
平
〉
の
待
謡
の
傍
線
部
を
同
じ
く
す
る
。
下
掛
り
最
古
写
本

『
遊
音
抄
』〈
兼
平
〉
を
掲
げ
る
。

露
を
片
敷
く
草
枕
、
露
を
片
敷
く
草
枕
、
日
も
暮
れ
夜
に
な
り
し
か
ば
、
粟
津

の
原
の
あ
は
れ
世
の
、
亡
き
跡
な
ほ
も
弔
は
ん
、
亡
き
跡
な
ほ
も
弔
は
ん

　
〈
兼
平
〉
の
成
立
時
期
は
、『
申
楽
談
儀
』
に
見
え
る
犬
王
初
演
の
「
柴
船
の
能
」

を
〈
兼
平
〉
の
古
名
と
す
る
説
、
も
う
一
つ
は
詞
章
の
内
部
考
証
か
ら
世
阿
弥
以
後

の
成
立
と
す
る
説
の
主
に
二
つ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
〈
兼
平
〉
の
成
立

時
期
に
つ
い
て
詳
述
し
な
い
が
、
伊
藤
正
義
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
説
を
詞
章
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よ
し
常
の
世
の
夢
心
、
覚
ま
さ
で
待
て
と
聞
こ
え
つ
る

﹇
上
ゲ
歌
﹈
声
も
更
け
行
く
浦
風
の
、
声
も
更
け
行
く
浦
風
の
、
松
が
根
枕
そ

ば
だ
て
て
、
思
ひ
を
延
ぶ
る
苔
筵
、
重
ね
て
夢
を
待
ち
居
た
り
、
重
ね
て
夢
を

待
ち
居
た
り
。

　
「
夢
心
、
覚
ま
さ
で
待
て
と
聞
こ
え
」
た
前
シ
テ
の
声
に
従
っ
て
、
ワ
キ
は
「
重

ね
て
夢
を
待
」
つ
待
謡
と
対
応
し
て
い
る
。
ワ
キ
は
漁
翁
の
正
体
が
源
義
経
の
亡
霊

で
あ
る
こ
と
を
分
か
り
か
け
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
幽
霊
で
あ
る
と
確
信

し
て
い
な
い
。
ワ
キ
は
あ
く
ま
で
八
島
の
合
戦
の
再
現
の
傍
観
者
の
位
置
に
い
る
。

両
者
は
、〈
敦
盛
〉
の
平
敦
盛
（
シ
テ
）
が
、
敵
で
あ
る
蓮
生
法
師
（
ワ
キ
）
の
前

に
出
現
す
る
よ
う
な
緊
密
な
関
係
で
は
な
い
。
ま
た
、
シ
テ
が
旅
僧
で
あ
る
ワ
キ
に

弔
い
を
頼
む
わ
け
で
も
な
い
。

　

終
曲
部
の
夜
明
け
の
描
写
は
、
ワ
キ
が
夢
か
ら
目
覚
め
た
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ

る
。

春
の
夜
の
、
波
よ
り
明
け
て
、
敵
と
見
え
し
は
群
れ
居
る
鷗
、
鬨
の
声
と
聞
こ

え
し
は
、
浦
風
な
り
け
り
高
松
の
、
浦
風
な
り
け
り
高
松
の
、
朝
嵐
と
ぞ
な
り

に
け
る
。

平
家
方
は
鷗
、
鬨
の
声
は
風
の
音
と
姿
を
変
え
る
時
、
幻
は
現
実
の
風
景
へ
変
貌
す

る
。
義
経
の
亡
霊
が
空
や
海
を
駆
け
め
ぐ
り
平
家
方
を
討
ち
取
っ
て
ワ
キ
に
修
羅
道

を
見
せ
る
光
景
は
、
空
と
海
、
夢
と
幻
の
境
界
が
お
ぼ
ろ
げ
で
で
あ
り
、「
よ
し
常

の
憂
き
世
の
、
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
、
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
」
と
語
っ
た

シ
テ
の
詞
に
は
、
現
と
夢
の
境
界
線
の
な
い
世
界
に
、
ワ
キ
も
い
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
か
の
ご
と
き
様
相
を
帯
び
る
。

　

で
は
、
前
場
と
後
場
を
結
ぶ
間
狂
言
に
お
い
て
も
ワ
キ
が
夢
中
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
貞
享
松
井
本
』
に
は
本
物
の
塩
屋
の
主
（
ア
イ
）
が
帰
っ
て
き
て
旅
僧
に
驚
）
17
（

く
。

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
亡
霊
（
シ
テ
）
が
在
り
し
日
の
姿
で
登
場
し
て
生
前
の
合

戦
を
語
る
展
開
の
場
合
や
生
者
（
ワ
キ
）
が
シ
テ
の
生
前
を
知
る
者
で
あ
る
場
合
、

ワ
キ
の
存
在
が
シ
テ
の
抱
え
る
執
念
を
表
出
さ
せ
る
引
き
金
を
担
っ
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。
そ
の
際
、
ワ
キ
の
夢
の
な
か
と
い
う
舞
台
設
定
は
、
生
前
の
姿
で
亡
霊
が

現
れ
る
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
。

4
、〈
八
島
〉
の
待
謡

　

複
式
夢
幻
能
の
な
か
に
は
前
場
・
後
場
と
も
に
「
ワ
キ
の
夢
中
」
で
あ
る
曲
が
あ

り
、〈
八
島
〉
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
世
阿
弥
作
と
確
実
視
さ
れ
る
〈
八
島
〉
は
、

旅
僧
（
ワ
キ
）
の
前
で
源
義
経
（
シ
テ
）
が
八
島
の
合
戦
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
曲

で
あ
る
。〈
八
島
〉
で
常
に
問
題
と
さ
れ
る
の
が
、
前
場
の
終
わ
り
に
あ
る
詞
章
で

あ
る
。た

と
ひ
名
の
ら
ず
と
も
名
の
る
と
も
、
よ
し
常
の
憂
き
世
の
、
夢
ば
し
覚
ま
し

給
ふ
な
よ
、
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
。

右
の
箇
所
に
つ
い
て
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
に
は
、

名
の
ら
な
く
も
名
の
っ
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
憂
き
こ

と
が
習
わ
し
の
こ
の
世
で
の
夢
を
ば
覚
ま
さ
ぬ
よ
う
お
気
を
つ
け
な
さ
い

と
あ
）
16
（

る
。
大
系
頭
注
は
「
憂
き
世
の
、
夢
」
を
強
調
し
た
解
釈
だ
が
、
本
節
で
は

「
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
」
の
詞
章
に
着
目
し
、
漁
翁
（
前
シ
テ
）
が
旅
僧
（
ワ

キ
）
に
向
か
っ
て
「
夢
か
ら
覚
め
る
な
」
と
呼
び
か
け
る
説
に
従
っ
て
解
釈
し
て
先

へ
進
め
た
い
。〈
八
島
〉
の
前
場
で
ワ
キ
が
眠
る
こ
と
を
示
す
描
写
は
見
ら
れ
な
い

が
、
こ
の
「
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
」
の
箇
所
は
、
前
場
が
ワ
キ
の
夢
中
で
あ
っ

た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
の
だ
。
こ
の
「
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
」
の
箇
所
は
、

﹇
オ
キ
ゴ
ト
﹈
ワ
キ
＼
不
思
議
や
今
の
老
人
の
、
そ
の
名
を
尋
ね
し
答
へ
に
も
、
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待
謡
を
め
ぐ
る
考
察　
　
　

井
上　

愛

て
〈
八
島
〉
は
、
八
島
の
合
戦
で
前
場
と
後
場
を
対
応
さ
せ
つ
つ
、
前
場
・
間
狂

言
・
後
場
に
そ
れ
ぞ
れ
同
等
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
三
者
の
独
立
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
を
担
保
す
る
た
め
の

「
夢
」
と
い
う
設
定
が
前
場
・
後
場
と
も
に
な
さ
れ
た
た
め
、
待
謡
で
も
「
重
ね
て

夢
を
待
ち
居
た
り
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

5
、
む
す
び
に

　

待
謡
は
詞
章
の
共
用
や
他
曲
の
待
謡
か
ら
の
一
部
転
用
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
元
来
、
置
換
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
〈
敦
盛
〉〈
難
波
〉
の
下

掛
り
の
待
謡
に
詞
章
の
流
動
性
が
見
え
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　

そ
の
な
か
で
、〈
井
筒
〉
の
待
謡
は
、〈
敦
盛
〉
の
ワ
キ
の
よ
う
に
シ
テ
を
弔
う
こ

と
を
せ
ず
、
独
自
の
詞
章
を
も
っ
て
、
仮
寝
を
し
て
「
夢
」
の
な
か
で
紀
有
常
女
の

亡
霊
を
待
つ
。
超
現
実
的
存
在
の
後
シ
テ
が
在
り
し
日
の
姿
で
過
去
を
語
る
複
式
夢

幻
能
で
は
、〈
八
島
〉
の
よ
う
に
「
夢
」
の
な
か
で
生
前
を
語
る
こ
と
が
重
要
視
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ワ
キ
の
「
夢
」
は
、
シ
テ
と
シ
テ
の
「
夢
」
を
己
が
も

の
と
し
て
追
体
験
す
る
ワ
キ
を
繫
ぐ
回
路
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
晩
年
の
世

阿
弥
が
作
能
し
た
可
能
性
の
高
い
〈
井
筒
〉
の
待
謡
が
ワ
キ
の
目
覚
め
を
描
く
終
曲

部
と
対
応
し
て
い
る
の
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
「
超
現
実
的
存
在
が
現
世
に
現
れ
、
人

間
と
ひ
と
と
き
の
交
流
を
す
る
」
と
い
う
出
来
事
を
舞
台
化
す
る
複
式
夢
幻
能
と
い

う
劇
的
形
式
が
定
型
化
し
て
い
く
な
か
で
、「
夢
」
と
い
う
日
常
と
地
続
き
の
回
路

を
得
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
結
実
で
あ
ろ
う
。

補
記　

史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
深
謝
申
し
上
げ
る
。

ア
イ
＼
か
様
に
候
者
は
。
八
島
の
浦
に
住
居
仕
者
に
て
候
。
此
間
ハ
塩
屋
を
見

廻
て
塩
や
か
せ
度
存
候
得
共
。
無
隙
故
に
や
か
せ
申
事
も
な
く
候
。
や
う
く
仕

廻
申
て
候
間
。
塩
や
を
見
廻
て
塩
や
か
せ
ば
や
と
存
る
、
あ
ら
き
ど
く
や
。
塩

屋
の
戸
が
あ
ひ
て
有
よ
。
見
れ
ば
人
の
出
入
し
た
跡
も
あ
り
。
い
や
。
言
語
道

断
の
事
。
お
僧
達
の
は
入
て
お
り
や
る
よ
。
の
ふ
く
か
た
く
達
は
。
何
と
て
此

塩
屋
へ
は
は
い
つ
て
お
り
や
る
ぞ
。（
中
略
）
い
や
。
左
様
で
は
お
り
や
る
ま

ひ
。
あ
る
じ
ハ
某
に
て
候
が
。
我
等
は
か
し
申
さ
ぬ
に
お
僧
ハ
ま
ふ
言
を
仰
ら

る
ゝ
。

塩
屋
の
主
は
旅
僧
に
自
分
は
貸
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
後
で
ア
イ
の
語
リ
に
な
る
わ

け
だ
が
、
こ
こ
で
は
眠
っ
て
い
る
ワ
キ
を
ア
イ
が
起
こ
す
セ
リ
フ
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
責
め
る
ア
イ
に
説
く
ワ
キ
と
い
う
役
柄
同
士
の
対
立
に
つ
い
て
、〈
八
島
〉

に
ア
イ
と
ワ
キ
の
応
対
場
面
が
あ
る
こ
と
は
、
類
型
的
な
居
語
リ
の
な
か
で
は
異
格

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
居
語
リ
が
成
立
す
る
前
に
存
在
し
て
い
た
形
式
が
想
定
さ
れ
）
18
（
る
。

　

一
般
的
な
語
リ
ア
イ
は
シ
テ
の
来
歴
・
事
績
を
語
る
が
、〈
八
島
〉
の
ア
イ
で
は
、

源
義
経
（
シ
テ
）
の
業
績
に
は
一
切
触
れ
ず
に
錣
引
き
が
語
ら
れ
る
。〈
八
島
〉
は
、

前
場
で
錣
引
き
、
後
場
で
弓
流
し
の
話
や
佐
藤
継
信
・
菊
王
の
討
死
と
い
っ
た
八
島

の
合
戦
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
繫
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
合
戦
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り

に
さ
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
曲
で
あ
）
19
（

る
。〈
八
島
〉
に
は
『
貞
享
松
井
本
』
の
よ
う
な

常
の
語
リ
の
他
に
、
奈
須
与
一
の
扇
の
的
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
「
奈
須
」
と
、
佐

藤
継
信
の
戦
死
場
面
を
語
る
「
継
信
語
」
の
替
間
が
二
種
類
伝
わ
る
。「
奈
須
」「
継

信
語
」
も
前
場
が
ワ
キ
の
夢
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
な
さ
れ
な
い
。
一
曲
に

三
種
類
も
の
間
狂
言
が
生
ま
れ
た
の
は
、『
貞
享
松
井
本
』
の
語
リ
の
最
後
に
「
此

浦
に
て
は
面
白
き
御
合
戦
様
く
御
座
有
た
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
島
の
合
戦
を
芸

能
化
す
る
こ
と
の
魅
力
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、〈
八
島
〉
の
前
場
・

後
場
の
独
立
性
が
高
か
っ
た
こ
と
も
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
く
わ
え
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
六
号　

二
〇
一
八
年

註（
1
）　
『
能
楽
大
事
典
』
小
林
責
他
著
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二

（
2
）　

能
楽
資
料
集
成
『
観
世
流
古
型
付
集
』
西
野
春
雄
校
訂
、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
八
二

（
3
）　

天
野
文
雄
「「
待
謡
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」『
お
も
て
』
85
号
、
二
〇
〇
五

（
4
）　

拙
稿
で
は
〈
西
行
桜
〉
を
世
阿
弥
作
と
す
る
説
は
と
ら
な
い
。

（
5
）　

竹
本
幹
夫
「
天
女
舞
の
研
究
」『
能
楽
研
究
』
4
号
、
一
九
七
八
、
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成

『
謡
曲
集
』〈
鵜
羽
〉
解
題
。

（
6
）　
（
注
5
）
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
謡
曲
集
』〈
呉
服
〉
解
題
。

（
7
）　

浅
見
和
彦
「
作
品
研
究
『
金
札
』」『
観
世
』
53
―
1
号
、
一
九
八
六

（
8
）　
『
観
世
宗
節
筆
巻
子
本
』（
観
世
文
庫
蔵
）
整
理
番
号
〔
3
／
8
／
6
〕、
原
左
門
奥
書
三
番
綴
謡

本
（
鴻
山
文
庫
蔵
）
は
紙
焼
き
版
に
て
確
認
し
た
。

（
9
）　
（
注
5
）
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
謡
曲
集
』〈
難
波
〉
解
題

（
10
）　

新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
謡
曲
集
』〈
難
波
〉
解
題
。

（
11
）　
『
堀
池
宗
活
節
付
本
』『
鳥
養
道
晰
節
付
本
』
は
能
楽
研
究
所
の
紙
焼
き
版
に
て
確
認
し
た
。

（
12
）　
『
慶
長
頃
筆
南
都
社
家
旧
蔵
本
』（
鴻
山
文
庫
蔵
）
は
能
楽
研
究
所
の
紙
焼
き
版
に
て
確
認
し
た
。

（
13
）　

表
章
「
間
狂
言
の
変
遷
」（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
22
『
謡
曲
・
狂
言
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
）

（
14
）　

小
林
久
子
「
修
羅
能
に
お
け
る
夢
と
待
謡
」『
日
本
文
学
論
叢
』
26
号
、
一
九
九
七

（
15
）　
（
注
5
）
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
謡
曲
集
』〈
兼
平
〉
解
題
。

（
16
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』〈
屋
島
〉

（
17
）　

能
楽
資
料
集
成
『
貞
享
年
間
大
蔵
流
間
狂
言
本
二
種
』
田
口
和
夫
校
訂
、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
八

六

（
18
）　

岩
崎
雅
彦
「
複
式
夢
幻
能
の
間
狂
言
の
形
成
」『
芸
能
史
研
究
』
105
号
、
一
九
八
九

（
19
）　

武
久
堅
「
作
品
研
究
〈
屋
島
〉
上
」（『
観
世
』
70
―
8
号
、
二
〇
〇
三
）

　

拙
稿
で
引
用
し
た
謡
曲
の
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
…
〈
井
筒
〉〈
老
松
〉〈
檜
垣
〉〈
実
盛
〉〈
屋
島
〉、『
世
阿
弥
自
筆
能
本

集
』
月
曜
会
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
…
〈
江
口
〉〈
難
波
梅
〉、
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
謡
曲

集
』
…
〈
当
麻
〉、『
磯
馴
帖
』「
遊
音
抄
」
伊
藤
正
義
監
修
、
磯
馴
帖
刊
行
会
編
輯
、
二
〇
〇
二
…
〈
難

波
〉〈
兼
平
〉、『
能
・
能
楽
論
・
狂
言
』
竹
本
幹
夫
他
校
注
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
七
…
〈
忠
度
〉


