
能

の

髭
日

樂

小

林

靜

雄

は

し

が

き

　

「
能

の
普
樂

」

と

い
ふ

の
が
私

に
執
筆

す

べ
く
與

へ
ら

れ

疫
題

目

で
あ

る
が
、
　
〕
膏
樂
L

と

い
ぷ
語

は
馨
樂

と
器

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
う
た
ひ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し

樂

の

二

つ
を
包

含
す

る
も

の
と
思

ふ
。
從

つ
て
私

は

「
能

の
鑿
樂

し
印

ち
謠

曲
と

「
能

の
器
樂
」
.即
ち

囃

子
と

に
就

い
て

解
読

せ
ね

ば
な
ら

な

い
の
で
あ
ら

う

が
、

そ

れ

に
は
與

へ
ら

れ

力
紙
數

が
餘

う

に
少

い
。

所
詮
、

充
分
な
解

説

は
出
∵來
な

い
と
思

ふ

が
、

そ

の
點

は
御
寛

恕
を
乞

ふ
。

籠
二

出皐
　
能

の
聲
樂
パ
上
)

限
ら
れ
力
紙
數
を
最
も
有
效
に
使
は
ん
が
爲
に
、
重
點
主
義

の
記
述
法
を
執
う
控
い
と
思
ふ
。
そ
の
意
味
で
先
づ

　
　
　

能
　
の
　
音
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　

　

　
　

能

の

驫縫

榮

　

　

　

　

　
・

.。
　

、,.:

　

　

　

　

　

　

八
Q

謠

曲

の
音
樂

的
特
色

に
就

い
て
邇

べ

る
事

に
す

る
。

　

謠

曲

の
蔑日
樂

的
特
色

は
、
簡

單

に
言

へ
ば
、

次

の
こ
項

目

に
要
約

す

る
こ
と

が
出
家

よ
う
。
」

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

ヨソ
ギ
ン

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

ツ
ヨ
ギ
ン

　
　

(
・1
)
　

鏑日
階
組

織

に
於

い
て
柔

偽
-
と

剛
眇
,
の

二
種

を
具
備

し

て
居

る
。

.

　
　

(
り
廟)

拍
子
組
織

に
於

ど

し
大

ノ
ソ

・
中

ノ
ヅ

本

ノ
ソ
の
三
種

を
具
備

し

て
居

る
。

　

こ
の
二
つ
が
藷

の
、謡
日
樂
的
特
色
で
あ

.Φ
と
言
づ

査

い
、
謠
曲
が
他

の
音
曲
髭

し
て
傑
れ
て
居

る
の
庵

こ

の

二

點

に

於

い

て

団

あ

る

。

そ

れ

で

は

こ

の

二

項

醤

に

就

い

て

今

少

し

詳

し

く

説

明

し

よ

う

。

　

　

　

お
ワ
ギ
ン
　
　ツ
ヨ
ギ
ン

先
づ
柔
吟
L
画

笥

粗
違
に
就

い
謚

明
す
る
。
柔
吟
と
課

と
の
相
違
は
單
な
善

階
組
織

の
相
違

で
は

な
く
・

そ

の
震

に
堰

方
法
の
相
違
が
あ

る
の
で
あ

る
.
言
葉
姦

ヘ
ノし
言
ふ
と
、
謠
曲
に
は
二
種

の
異

つ
餮

聲
方
法

が
あ
わ
、
幺
、
の
二
種

の
鬘

方
謄

適
應
し
空

種

の
　
日
黷

織
が
あ

る
と

い
讒

で
あ

る
。
謠
溲

柔
吟

と
課

の
二
種
が
あ

る
ま

ぞ

仁
と
は
單
藷

曲
が
二
種

の
晋
階
を
持

つ
て
居

る
と
云
ふ
だ
け
の
と

と
,で
は
な
い

と
云
ふ
こ

と
を
銘
記
し
て
置
い
て
頂
き
カ
い
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

そ
れ
で
は
議

、と
課

,
の
二
種
が
觀
阿
彌
や
欝

彌
の
昨
袋

ら
對
立
し
て
居
た
の
か

と
蚕

と
・
ど
う
肇

う

で
は
な
㌢

り
し
い
.
何
故
な
ら
ば
、
あ
れ
ほ
ど
澤
山
霧

婁

遺
し
て
居
る
欝

彌
が
柔
吟

と
課

の
相
違
続

い

て
昼

,蕾口
養

し
て
居
な
い
か
ら
で
あ
る
。
世
阿
彌
ば
か
-
で
は
な
い
。
霖

禪
竹
や
畿

の
書

窒

の
齟に
美

給

翻

婁

關
す
る
記
遞
竺

行
差

い
の
で
あ
る
。
從
つ
臺

町
時
代
の
蒲

蔭

誄

と
捌
吟
の
甥

は
な
か

'

緲



つ
π
も
の
と
患
は
れ
る
。
言
葉
を
か

へ
て
申
せ
ば
、
室
町
時
代

の
謠
曲
は
.凡
べ
て
柔
吟
で
謠
は
れ
て
居
た
も

の
と
推

定
さ
れ
る
の
で
あ

ぐ
、
剛
吟
な

る
も
の
が
派
生
分
立
し
窃

は
恐
ら
-
江
戸
時
代
に
入

つ
て
か
ら
で
あ
ら
う
と
私
は

推
測
し
て
居
る
。

　
然

し
・
後
世
に
至

つ
て
柔
吟
と
剛
吟
の
二
種
が
分
立
す
べ
き
因
素
は
既
に
槻
阿
彌
や
世
阿
彌

の
時
代

の
謠
曲

の
中

に
胚
胎
し
唐

力
や
う
で
あ
る
・
世
阿
彌
の
薯

の

;

に

蠱

麟

壁

際
」
と
題
す
電

の
が
あ
る
。
こ
れ
は

謠
曲
の
鬘

方
法
を
詳
し
読

い
羅

物
で
あ
る
が
・
世
阿
靉

こ
の
書
物
の
中
で
監

の
撃

鱗
騨

欝

嬲

に
就

い
て
述

べ

て
居

る
。

「
就

言

の
墜
し

と

い
ふ

の
は
、

明
朗

な
、
清

爽
な
、

陰
翳

の
な

い
丘
日
聾
で
あ

う
、

「
望
憶

の

聲
」
と

玄

の
は
、
爨

凄

艶

袁

切
な
ど
の
樣

々
蔭

翳
を
帶
び
窒

日
肇

あ

る
.
世
阿
彌
は
こ
の
二
種

の
二
皿日

聲

の
出
し
方
に
就

い
て
詳
し

謚

明
を
し
唐

る
が
、

そ
れ
を
熟
讀

し
竟

.・
と
、

「
祝
言
の
聲
」

の
出
し
方
は
現

在

の
課

の
鬘

方
法
に
姦

し
、

稾

憶

の
聲

の
出
与

蟻

在

の
柔
吟
の
簧

方
法
と
衾

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
種

の
灘

法
俵

る
二
種
の
巌

方
が
、
時
代
を
經

る
と
共
に
、
そ
れ
ー

の
特
色
を
次
第

罎

調
し
イ、
行

つ
力
結
果

搭

は
其

の
發
聲
方
法

の
み
な
ら
ず
、
音
階
組
轡

さ

へ
異

に
す

.。
窒

今
、
ミ

に
柔
陰

剛
吟

の

二

種
が
對

立

す

る
こ
と

＼
な

つ
力
竜

の
で
あ

ら

う
と
考

へ
ら

れ

る
。

そ
れ
で
は
柔
吟
と
剛
吟

の
鬘

法
は
何
う
違
ふ
か
と
云
ぷ
に
、
柔
吟

の
發
燮
法
竺

般
の
音
曲

の
發
聲
法
と
同
樣

で
あ

つ
て
・
格
別
り
特
色
は
な
い
が
、
剛
吟

の
發
聾
法
は
全
く
獨
特

の
も

の
で
あ

つ
て
、　
一
寸
他
に
比
類
が
な

い
。

　
　
　
　
　
轟

の
　
欝

襲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ

　

　

　

　

.耀
騾
　
　
　
`
　
　
　
●舳　
　
　
周
娜



　
　
　
　
　
能

②

普

蟻
　

　
　
　

　
　
　
　

.　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

八
二

そ

の
發
聲
法
を
紙
上
で
説
明
す

る
こ
と
は
困
難

で
あ

る
が
、
要
す
る
に
胸
の
中

へ
吸
ひ
込
ん
だ
息
を
破
裂
的
に
吐
き

出
し

て
行
ふ
特
殊
な
發
聲
法
で
あ

る
。
か
う

い
ふ
發
聲
法
を
な
す
以
上
、
餘
ら
複
雜
微
妙
な
餔
扱

ひ
は
鋤
來
な
く
な

る
の
で
、

こ
＼
に
剛
吟
獨
特

の
音
階
組
織
が
發
生
す

る
結
果
と
な

る
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
は
柔
吟
の
晋
階
組
織
と
剛
吟
の
音
階
組
織
と
が
如
何
に
相
違
し
て
居

る
か
に
就

い
て
解
読
し
よ
う
。

,

　

柔
吟

の
二
者
階
は
上
昔

・
中
音

・
下
苦
の
三
音
位
を
基
本
と
し
、
上
晋

の
上
に
ク
ソ
、
更
に
其

の
上
に
甲
グ
ソ
が
あ

う
、
嚢
力
下
音
の
下
に
呂
昔
が
あ

る
。
な
ほ
上
音
と

ク
ソ
の
中
間
に
上
の
ウ
キ
、
中
音
と
上
昔
の
中
間
に
中

の
ウ
キ

と
稱
す
る
中
間
音
位
が
あ
う
、
都
合
八

つ
の
段
階
を
な
し
て
居

る
。

こ
れ
を
圖
示
す
る
と
、
次

の
や
う
に
な
る
。

」

　
　

甲

ク

上

上

中

中

下

.呂

　
　

グ
　

　

吻
　

　

吻

　
　

リ

リ

キ

書

キ

苦

書

昔

　
右
は
正
則
的
な
柔
吟
の
昔
階
で
あ

つ
て
、

こ
の
外
に
變
則
的
な
音
階
が
あ
る
。
帥
ち
、
馴

謝
と
調

の
中
間
に
判

刀
嘱

(
中
の
ク
ヅ

シ
)
、

脇
習

と
副

習
の
中
間
に
ク
ヅ

シ

(
下
の
ク
ヅ

シ
)
と

い
ぷ
中
間
昔
位
が
あ

つ
て
、
こ
れ
を
用

ひ
て
微
妙
な
節
扱
ひ
を
す

る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
}
三
日
を
加

へ
れ
ば
、
十
の
段
階
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
が
、

こ
れ
は
特
殊
な
書
位
で
あ

る
か
ら
、
わ
ざ
と
省
略
し
て
置

い
尢
。



　
斯
樣
な
具
合
で
柔
吟
の
節

扱
ひ
と

い
ふ
も
の
は
、
か
な
う
複
雜
微
妙
で
あ

る
。

こ
れ
に
對
し
て
剛
吟

の
昔
階
は
著

し
く
簡
單
で
あ

る
。

　
剛
吟
の
二
者
階
は
上
音

・
嶺

,
・
劇

・
醤

の
四
音
位
を
基
本
と
し
、
上
副間
の
上
に
客
列
,ヤ
更
に
其

の
上
に

甲
、グ
ー
巧
が
あ

う
、

ま

穴
下
血
司
の
下

に
劉

則
が
あ

つ
て
、

都
合

七

つ
の
段
階

を
な
し

て
居

る
。

こ
れ
を
圖

示

す
れ
ば
、

次

の
や

う
に
な

る
。

　

　

甲
　
　
ク
　
　
上
　

　
申
　
　
下
　

　
下
　

　
呂

　
　
グ
　

　

　

　

　

卿

　

　

リ

　

リ

　

晋

　

晋

　

書

　

晋

。
書

一

　
　

　
「　
　
　
　
脚　
　
　
　
頓　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
嘲　
　
　
　
刷

　

こ

の
圖

表

で
見

た
所

で
は
、

そ
れ
ほ
ど

簡
單

で
も

な

い
が
、

こ
れ

は
剛
吟

な

る
も

の
が
派
生
分

立
し

だ
當

初

の
音

階
組

織

で
あ

つ
て
、

現
在

で

は
著

し

く
變

化
し

て
居

る
。

帥

ち
、

上
音

と
中
音

と

の
音
差

が
な

く
な
り

、

ま
力
下

ノ

中

音

と

下
昔

と

の
音
差

も
な
く

な

つ
て
し
ま

つ
カ

の
で
あ

る
。
.從

つ
て
現
在

仁
於

け

る
剛
吟

の
膏
階
組

織

は
左

の
如

き

竜

の
で
あ

る
。

}

一

能
　
の
　
音

榮

八
三
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リ グ 甲

能
　

の

ク

音
　
樂

上
中

リ
　
　
音
膏

晋 中ノ下
晋 　 　下

呂訟日

八
四

　

即
ち
、
上
音
か
ら
中
昔

へ
下
げ

る
場
合
、
㌔
引
/

中
矧
か
ら
調

剛
へ
下
げ

る
場
合
は

「
樗
」
と
樗
す

る
節
を
謠
ふ
の

み

で
、
實
際
に
は
昔
は
下
ら
な

い
の
が
原
則
で
あ

る
。
そ

の
上
、
お
、習
と
ダ
列

の
音
差
、
唄
習
と
矧

蘭
の
音
差
次
ど

慈
極

め
て
僅

か
で
あ

る
。
從

つ
て
剛
吟

の
謠
り
音
階
的
な
變
化
は
剛
吟

の
謠

の
其
れ
に
比
し
て
著
し
く
單
調
で
あ

つ

て
、
複
雑
微
妙
な
面
白
さ
は
な

い
が
、
そ

の
代
り
に
は
、
柔
吟
で
は
表
現
し
得
ら
れ
な

い
莊
嚴
な
情
趣
や
豪
宕
な
氣

分
を
充
分
に
表
現
す

る
事
が
出
來
る
の
で
あ

る
。

　
斯
樣
に
謠
曲
が
柔
吟
と
剛
吟
の
二
種
を
具
備
し
て
居

る
と

い
ふ
こ
と
は
取
り
格
直
さ
ず
謠
曲
が
他

の
音
曲

の
持

つ

て
居
な

い
豊
富
な
表
現
能
力
を
持

つ
て
居

る
と

い
ふ
こ
と
で
あ

つ
て
、

こ
れ
は
謠
曲
の
大
き
な
長
所
の

}
つ
で
み

る

と
言
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・
　

　

　

　

　

　

砂

　
次
に
謠
曲
の
拍
子
組
織
、
躑
ち
大
ノ
ヅ

・
中

ノ
リ

・
李
ノ
リ
の
三
種
に
就

い
て
述
べ
よ
う
。

こ
の
三
種
の
拍
子
の

中
で
、
謠
曲
と
し
て
最
蔦
普
逋
な
竜
の
は
李
ノ
リ
拍
子
で
あ

る
が
、
,
　
般

の
昔
曲

の
立
場
か
ら
云
ふ
と
、

こ
の
李
ノ

リ
拍
子
が
最
も
特
殊
な
も
の
で
あ

つ
て
、
恐
ら
く
他

の
昔
曲
に
は
蚕

く
類
例
を
見
な

い
珍
ら
し

い
拍
子
で
あ
る
と
言

丶



{

'

つ
て

も
過

冨
で
は
な

い
と
思

ふ
。

　

然

ら
ば

不

ノ
ソ
拍
子

と
は
如
何

な

る
拍

苧

か
。

こ
れ
に
就

い
て
説

明
す

る
前

に
、
他

の
二
種

の
拍
子

、

大

ノ
ソ
と

中

ノ
ソ
と

に
就

い
!し
略
説

し

て
置

く
方

が
便

宜
で
あ

る
と
思

ふ
。

　

先

づ
中

ノ
ソ
拍

子
か
ら

説
明

し
よ

う
。

こ
れ

は

一
名
を
修
羅

ノ
ソ
と
言

ふ
。

修
羅

物

の
キ
ソ
の
や
う

な
勇
壯

な
場

面

の
表

現

に
用

ゐ
ら
れ

る
拍

子

で
、
謠

曲

と
し

て
は
特
殊

な
拍

子
で
あ

る
が
、

}
般

の
音

曲

の
立
場

か
ら
見

れ
ば
、

極

め

て
李
凡
な

拍
子

で
あ

る
。

つ
慶
わ

二
拍
子

の
最

も
簡

單

な
も

の
で
あ

つ
て
、

張
聲

と
弱
聲
と

が
交

互

に
あ

ら

は

れ
イ
し
來

る
、

極

め

て
單

調
な

ソ
ズ

ム
で
あ

る
.
例

へ
ば

、
一
騎

も
流

れ
ず
此
方

の
崇

に
、

喚

い
て
上

れ

ば
味
方

の
勢

は
L

(頼
政
)

と

云

ふ
文
句

が
あ

れ
ば
、

こ
れ
を

次

の
や

う
に
謠

ふ

の
で
あ

る
。

　
　

△
　
　
△
　
　
△
　
　
　△
　
　
△
　
　
　〈
Q　
　
△
　
　
△

　
　

一　

　　

～　

一　

}　

　　

　

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　

　
　

い
ッ
き

も
な

が
れ
ず

こ
な

た
の
き

し
に
。

　
　

』　

　　

」　

一　

一　

一　

～　

　

　
　

を

め

い
て
あ
が

れ
ば
み

が

カ
の
せ

い
は
。

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
●

　

つ
ま

6

一,
い

ッ
巻

も
な

が
れ

ず
こ
な
た

り
き

し
に
。

を

め

い
て
あ

が
れ

ば
み

か
た

の
せ

い
は
。
」
　
と

云
ふ
や
う

に

強
聾

と
弱
盤

と
を
交

互

に
布

農
し

て
謠

ぴ

(
ゴ
ヂ
ッ

ク
活

字
は
張
聲

を
示

す
)
、

そ

の
張
聲
・
へ
拍

子
が
當

る
り
で
あ

る
。

か

う

い
,
沖
ソ
ズ

ム
は
小
學
校

の
唱
歌

の
中

に

も
澤

山
あ

る

の
で
あ

つ
て
、

決

し
て
珍

し

い
竜

の
で
は
な

い
。

例

へ
ば

「
仁

田
四
郎

」

の
歌

な
ど

は
正

k

こ
れ

で
あ

る
。

幽

　
　

　
　

盤

の

督

樂
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

八
旺

'

ひ



　
　
　
　

鶴

の
　
書

樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
六

　
　
△
　
△
　

△
　

△
　
△
　
△
　

△
　
△

　
　

一　

}　

一　

一　

　　

一　

　　

一

　
　

て
お
ひ
の
ゐ
の
し
し
き
ば
く
ひ
そ
ら
し
。

　
　
ト
を
眺

新

㍗

↑
廴

慕

せ
↑
・

　

こ

れ

は
謠
曲

の
中

ノ
ソ
拍
子

と
全

く
同

一
の
慈

の
で
あ

る
噂

　

次

に
大

ノ
リ
拍
子

で
あ

る
が
、

こ
れ
は
や

＼
特

殊
.な
拍

子
で
あ

つ
て
、
細

か
な
點

を
問
題

に
す

れ
ば

、
謠

曲

に
特

有

の
拍

子
で
あ

る
と
言

へ
な

い
こ
と
毛

な

い
。
と

に

か
く

一
風
變

つ
控
拍

子

で
あ

る
。

　
中

ノ
ソ
拍
子

は
、

こ
れ
を
字

音
と
拍

子

の
關

係

か
ら

言

へ
ば
、

二
字

・

}
拍
を
原
則

と
す

る
拍
子

で

あ

る
、

と
言

凸

ぷ

こ

と
が
出

來

る
が
、

て

の
筆
法

で
行

く
と
、

大

ノ
ソ
拍
子

は

}
宇

・

一
拍

を
原
則

と
す

る
拍

子

で
あ

る
、

と
言

ふ

こ
と

が
出
來

よ
う
。

例

へ
ば

「
緑

の
龜

竜
舞

ひ
遊

べ
ば
」
(鶴
霾
)

と

い
ふ
文
句

が
あ

れ
ば
、

て
れ
を
次

の
や

う
に
謠

ふ
の

で
あ

る
。

　

　

△
　

△
　

△
　

△
　

△
　

△
　

△
　

△

　

　

一　

一　

一　

一　

一　

一　

一　

一

　

　

み
ー

ど
ー
-う
f

の
ー

か
f

め
f

竜
-
f

。
」

　

　

　

　
　
　

　　

一　

}　

一

」
　

一

　

　

一　

一

　

　

寰
ー

ひ
ー

あ

～
そ
ー

ー

べ
ー

は
ー
ー

。

　
前
の
中
ノ
ヅ
拍
子
に
比
べ
れ
ば
、
や

丶
特
殊
な
拍
子
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
の
種

の
拍
子
が
謠
曲

の
外
に
登
く
な
い
と
云
ふ
譯
で
は
な

い
。
例

へ
ば
國
家

「
君
が
代
」

の
如
き
は

一
孚

・
一
拍
を
原
則
と
す

る
も
の
で



㌔

丶

あ

る
か
ら
、
大

ノ
リ
拍
子
の
類
例
と
見
ら

れ
な
い
こ
と
は
な

い
と
思
ム
。

　
さ
て
然
ら
ば
李
ノ
ソ
拍
子
と
い
ぷ
の
は
如
何
な
る
拍
子
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
簡
單
に
言

へ
ば
、
七
五
調

の
十
二

孚
を
八
個

の
拍
子
に
配
當
し
て
謠
ふ
も
の
で
あ

る
。
尤
も
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、

「
向
珍
し
く
な

い
こ
と
で
あ
る
。

小
學
校

の
初
年
級

の
唱
歌
は
概
ね
七
五
調
の
十

二
字
を
八
個
の
拍
子
に
當
て
＼
謠
ふ
こ
と
に
な
つ
て
屠

る
。
例

へ
ば

「
兎
と
龜
」

の
歌

の
如
き
が
き
う
で
あ

る
。
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

臓

　
　

△
　
△
　
△
　

△
　

△
　

△
　
△
　
△

　
　

}　

一　

{　

一　

}　

}　

一　

一

　
　
も
し
も
し
か
め
よ
ー
か
め
さ
ん
よ
ー
1
。

　
　
　
　
　
　

』　

{　

』　

{　

』　

{　

　

　

　

　

　

　

　

亀

　
　

一　

{

　
　
せ
か
い
の
う
ち
で
ー
お
ま

へ
ほ
ど
ー
ー
。

　
所
が
、
李
ノ
ソ
拍
子
の
字
昔
配
當
法
は
之
れ
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て
居

る
。
そ
れ
で
は
何
う
謠
ぷ
か
と
云
ふ
と
、

例

へ
ば

「
不
患
議
や
今

の
老
入
の
」
と

い
ふ
文
句
な
ら
ば
、
次
の
や
う
に
謠

ふ
の
で
あ

る
。
　

　
　

.

　
　
　
△
　

△
　

△
　
△
　
△
　
△
　

△
　
△

　
　
　

一　

一　

一　

一　

一　

一　

}　

{

　
　
ふ
ー
し
ぎ
や
ー

い
安

の
ー
ら
う
じ
ん
の
。

　
斯
う

い
ふ
工
合
に
第

一
拍
の
前
か
ら
謠

ひ
出
し
、
第

一
字

・
第

四
字

・
第
七
字
を
延
べ
て
謠

ひ
、
終
字
を
第
七
拍

と
第
八
拍
の
中
間
に
配
し
て
謠
ひ
止
め
る
の
で
あ

る
。
　
(斯
樣
に
字
瞽
を
引
き
延
べ
て
謠
ふ
こ
と
を
謠
曲
の
術
語
で

は

「
持

つ
」
と
云
ふ
。
)
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

"

　
　
　
　

鴨
　
⑦
　
讐

飜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　-　

　
　

'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
叱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧



　

　

　
　

能

の
　
昔

樂
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
八
八

　

さ

て
此
處

で
問

題

に
な

る
の
は
、

そ
れ

で
は
張
聲

弱
盤

の
布
綴

は
何

う
な

つ
て
居

る
か
と

い
ぷ

こ
と

で
あ

る
。

若

し

、
中

ノ
ソ
拍

子

の
如

く
、

拍

子

の
當

る
字

音
が

張
聲

に
な

る
も

の
と
す

れ
ば
、　

「、ふ
ウ

し
誉

や

ア

い
ま

の
オ

ら
う

じ

ん

の
」

と
云

ふ

こ
と

に
な

つ
て
し

ま

つ
て
、

甚
だ

不
自
然

な

も

の
に
な

つ
て
し

、娑
ふ
が
、
實

は
罕

ノ
リ
拍
子

に
は

中

ノ
ソ
拍

子

の
や
う

な
張
鑿

翡
聲

の
週
期

的
な
布

貴
が

な

い
の
で
あ

る
。

と

云
ふ
こ
と

は
、

つ
ま

り

李

ノ
リ
に
於

い

て

は
中

ノ
ソ

の
場

合

の
や
う

に
謠

と
拍

子
が
緊

密

な
關
係

を
持

つ
て
居

な

い
と

云
ふ

こ
と

で
あ

る
。

言
葉

を

か

へ
て

言

へ
ば
、

李

ノ
ソ
に
於

い
て
は
謠

と
拍

子
と

が
不
即

不
離

の
關

係

に
あ

る
と

い
ぷ

わ
け
な

の
で
あ

る
。

　

そ

れ

で
あ

る
か
ら

し

て
、

夲

ノ
ソ

の
謠

に

は
中

ノ
ソ

の
謠

の
や
う

な
躍
動
的

な

ソ
ズ

ム
の
面
白

さ

は
な

い
。

然

し

そ

の
代

り
に
謠

曲

の
詞

章

の
底

に
流

動
し

て
屠

る
文
學
的

な
滋
味

を
し

み
み
＼

と
味

は
ふ

こ
と
が
出

來

る
の
で
あ

る
。

こ

の
事
ん貰
を
世

阿
彌

は
次

の
や

う
に
述

べ

て
一居

る
。

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　

も　　も　　も　　へ　　も　　め　　ヘ　　へ　　も　　も
　　へ　　　　　も　　も　　や　　あ　　へ　　も　　も　　ヘ　　ヤ　　ゐ

　

　

尢

団
謠

と
申

す

は
、

拍

子
に

て
飾

る
こ
と
竜

な
く
、

禿

鶚
あ

わ

の
ま

＼
に
謠

ぷ
故

に
、

文
字

の
聲

紛
れ
ず
。

き

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

し　　ヘ　　ヘ　　へ

　

　

る
ほ
ど

に
音

曲

の
髓

腦
あ

ら

は
れ
て
、

さ

し

こ
と

・
控
璽
詞

よ

り
し

て
、

一
句

一
曲

に
至

る
ま

で
、

耳
を
澄

嚢

　

　

も　
　
　
へ　
も　
ヘ　
ヘ　
へ　
　
　
　り　
も　
ち　
へ　
　
　
も　
ぬ　
ヘ　
へ　
　
　
ら　
へ　
む　
へ　
も　
も　
カ　
へ　
も　
め　
　
　
　の　
あ　
へ　
ぬ　
も　
ぬ
コヘ　
ヘ　
へ　
あ

　

　

し
、

心
を
鎮

め
て
、

謠

ふ
入
竜
、

聞

く
入

も
、

同
心

}
曲

の
威

に
應
ず

る
、
即

ち

こ
れ

正
し
き
戚

な
う
。
　

(音

　

　

曲
聾

出

口
傳
)

　

全

く
世

阿
彌

の
言

つ
て
居

る
通

り

で
あ

つ
て
、
舞

臺

に
幽
玄

な
詩
趣

を
漂
は

せ

る
こ
と

は
、
ソ

ズ

ム
戚

の
豊

か
な
昔

曲

で
は

不
可
能

で
あ

る
。

そ

の
意

昧

に
於

い
て
は
夲

ノ
リ

の
謠

と

い
ふ
慈

の
は
實

に
理
想

的
と
言

は
ね

ば
な
ら

な

い
。
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李

ノ

ヅ

の

謠

は

、

今

述

べ

控

や

う

に

謠

と

拍

子

と

が

不

即

不

離

の

關

係

に

あ

る

の

で

、

伸

縮

が

自

在

で

あ

る

。
・
郎

ち

、

囃

子

の

手

配

う

に

應

じ

て

、

謠

が

伸

び

カ

う

縮

ん

だ

り

¢

る

の

で

あ

る

。

李

ノ

ソ

の

謠

は

、

前

に

述

べ

控

や

う

に

、

第

】
字

・
第

四

宇

・
第

七

宇

を

持

つ

て

謠

ふ

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

要

す

る

に

原

則

で

あ

つ

て

、

囃

子

の

手

配

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

だ
い
せ
う

わ

の

如

何

に

依

つ

て

は

必

ず

し

も

持

つ

て

謠

ふ

必

要

は

な

い

の

で

あ

る

。

例

へ

ぱ

大

小

(
大

鼓

と

小

鼓

)

が

三

ッ

地

と

い

ふ

手

を

打

つ

場

合

に

は

第

一
字

ひ
第

四

字

・
第

七

字

を

持

た

ず

に

謠

ふ

の

で

あ

る

。

三

ッ

地

と

い

ふ

の

は

大

小

の

手

配

り

の

串

で

最

も

簡

單

な

も

の

で

あ

つ

て

、

夫

鼓

は

第

三

拍

、

小

鼓

は

第

五

拍

・
第

七

拍

・
第

八

拍

を

打

つ

の

み

で

あ

る

。

即

ち

左

表

の

如

き

手

配

ら

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

ユ

　
　
　　

　
　
　
ゆの
　
　
　
　

　
　
　
セゆ
ゴ　
　

あリ
　
　
　
ド　
　
　
　む
り

　

　

　

　

　

　　

一
　

一　

～　

一　

』
　

一
　

一

　

　

、
4
㌧ノ　
・　
》　
　
　
　
　
　
、　
＼
輔

　

　

广
斗
の
」
キ

フ

ー

　

　
ノ

∠

　

　

　

　

　

●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　参

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　

　

　

(
小

)
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヤ

○

　

　

　
ハ

・

ハ

○

　

大

小

が

三

ッ

地

を

打

つ

場

合

に

、
謠

を

原

則

逋

う

に

謠

へ

ば

、
謠

と

大

小

の

手

配

う

の

關

係

は

左

表

の

や

う

に

な

る

。

　

　

　

づ
　
　
　
　
り
ゑ
　
　
　
り
ゆ
　
　
　
　
せ
　
　
　
げむ

　
　
　
だ
リ
　
　
　
ド
イ
　
　
　
く
り

　

　

　

　
　

一
　

一
　

　
　

{
　

一
　

』
　

{

(
大

)

ヤ

ァ

ー

　

　

　

　

　

　

ハ

ム

　

　

　

噸　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◎　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　O

　

　

　

む　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　

(
謠

)

ふ

ー

し

ぎ

や

ー

い

ま

の

ー

ら

う

じ

ん

の

。

　

　

　

.　　　　　　　　　　尊　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　
■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　の

　

　

　

　　　
　　　
　　
　の　　
　　　
　　
　　　　
　　　
　　
　り　
　　
　　　
　　
の　
　　　
　　
　　
コ　　
　　
　　　
　の　　
　　　
　　
　む

　

　

　

の　　　　　
　　　　の　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　の　
　　　　　　　
　　　　　
　　　　　　り　　　　
　　　　　の　　　　　
　　　　　

(
小

)
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヤ

○

　

　

　

ハ

・

の

○

　

　

能

　

の
　

音

　

樂

、

ー

へ
:

・

八
九



　
　
　
　

鼬
　
の
　
瞽

樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
〇

　
所
が
、
實
際
は
斯
う
は
謠
は
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
場
合
に
は
第

噌
字

・
第
四
字

・
第
七
字
を
持
力
ず
に
謠
ふ
の

で
あ

る
。
從

つ
て
謠
と
大
小
の
手
配
う
の
關
係
は
左
表
の
如
く
に
な
る
。

・

　
　
　
　

4
4

司
一

}需

碗

絡
　

　

　

　

　

　

　

・　

ー

.　

　

　

'

　

　

(大
)
ヤ
ァ
ー

ハ
ム

　

　

(謠
)
ふ
レ
ぎ

や

い
史

の
む

㌻
じ

ル

の
。.

　

　

(小
)　
　
　
　
　
　
　
ヤ
○
　
　
ハ

・
ハ
○

　
斯

う

い
ふ
工
合

に
謠

ひ
、

ま

π
囃
す

の
で
あ

る
。

斯
樣

に
第

噸
宇

・
第

四
字

・
第

七
宇

を
持

尢
ず

に

謠

ふ
謠

ひ
方

を

三

ツ
地
謠

と

云
ふ
。

　

こ

れ

に
引

き

か

へ
、

大

小
が

ツ

"
ケ
と

い
ふ
手

を
打

つ
場
合

に
は
、

原
則
通

う

に
第

M
字

・
第

四
宇

・
第

七
字

を

持

つ
て
謠

は
ね
ば

な
ら

な

い
。

ッ

"
ケ
と

い
ふ

の
は
、

大
鼓

と

小
鼓

と

が
協

力

し

て
第

一
拍

か
ら
第

八

拍

ま

で
を
間

斷
な

く
打

つ
、

左

表

の
如
き

手

配
う

で
あ

る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

鯉

　

　

　

　

ユ
　
　
　のん　
　
りり　
　
　　
　
　
　にり　
　
　なリ
　
　
ウの　
　
ユリ

　

　

　

　

　

～　

』　

　　

一　

一　

…　

一　

{

　

　

(
大
)
ヤ
ム

ハ　

ハ
▲
1

ム

ヤ
ム

ハ
ム

　

　

(小
)
　

.　

σ
　
　
.　

リ
ヤ

臼　

σ

ハ
σ

ハ
σ

　
大

小
が
斯

う

い
ふ
手

を
打

つ
場
合

に

は
、

謠

は
原

則
逋

う
に
、
第

一
字

・
第

四
字

・
第

七
字
を
持

つ

て
謠

は
ね
ば

蓬
ー毳

毫

嵳



な

ら

な

い

。

そ

の

場

合

に

於

け

る

謠

と

大

小

の

手

蛇

6

の

關

係

は

左

表

の

如

く

に

な

る

。

　

　

　

　

　

つ
　
　
　
　
　

　
　
　
り
ゆ
　
　
　
　

　
　
　
りじ

　
　
　
ハ
リ
　
　
　
け
イ
　
　
　
　

　

　

　

　

　

一
　

一
　

一
　

…
　

一
　

{
　

{
　

{

　

　

(
大

)

ヤ

ム

ハ
　

ハ

▲

～

ム

ヤ

ム

メ

ム

　

　

　

　

　

δ　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　
　
●

　

　

　

　

　

り　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
の

　

　

　

　

　

　　
　
　　
　
　　
の　
　
　　
　
　　
　　
　　
　
　　
　
の　
　　
　　
　
　
ロ　　
　
　　
　
　
や　　
　　
　
　　
の　
　
　　
　
　　
　　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
　　
　
　も

　

　

(
謠

)
ふ

ー

し

ぎ

や

ー

い

浚

の

ー

ら

う

じ

ん

の

。

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

(
小

)
　

.　

σ

　

　
.　

"

ヤ

一
　

σ

λ

σ

ハ

σ

　

斯

う

い

ふ

謠

ひ

方

を

ツ

"

ヶ

謠

と

云

ふ

。

大

小

が

ッ

"

ケ

、

又

は

其

れ

に

類

す

る

複

維

な

手

配

b

を

打

っ

揚

合

に

は

必

ず

ツ

"

ケ

謠

を

謠

は

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

　

尤

も

、

そ

の

ツ

"

ケ

謠

ど

雖

も

、

右

の

表

の

や

う

に

ノ

ベ

タ

ラ

に

謠

ふ

わ

け

の

も

の

で

は

な

く

、

第

一

字

・
第

四

孚

転
第

七

字

の

持

チ

を

前

後

の

字

に

こ

め

て

、

ど

の

字

を

持

つ

疫

の

か

到

ら

ぬ

や

う

に

謠

ふ

の

が

理

想

的

で

あ

る

。

帥

ち

、

　

　

　

つ
　
　
　
　
　

　
　
　
り
む
　
　
　　

　
　
　
ら

　
　
　
ム
リ
　
　
　ア

　
　
　
に
り
ゐ

　

　

　

一
　

}
　

』
　

一
　

{
　

』
　

一
　

{

　

　

ぷ

し

ぎ

や

い

ま

の

ら

う

じ

ん

の

。

　

右

表

の

如

く

謠

ふ

の

が

理

想

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

中

々

難

か

し

い

。

然

し

、

決

し

て

不

叮

詣

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

謠

と

拍

子

が

不

即

不

離

の

關

係

に

あ

れ

ば

こ

そ

出

來

る

こ

と

で

あ

つ

て

、

さ

う

で

な

か

つ

カ

ら

、

患

ひ

も

よ

ら

ぬ

こ

と

で

あ

る

。

　

　

　

　

.9
籌
　
　
　
丶ダ
　
　
　
許

　
　
　』
■翳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　臨
　
蝿

　

　

　

　

鞠
麟
.　
鷹
　
　
翻
潤
　
　盒
凋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　

　̀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
ノ

嘱



　
　
　
　

艪
　
の
　
轡

欒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
二

　
と
慈
か
く
李

ノ
ソ
拍
子
は
斯

う
い
ふ
特
殊
な
拍
子
で
あ

る
。
斯

う
い
ふ
特
殊
な
拍
子
を
持

つ
て
居

る
と

い
ふ
こ
と

は
謠
曲
の
昔
樂
的
特
色
で
あ
り
、
同
時
に
大
き
な
長
所
で
あ

る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
謠
曲
が
他

の
昔
曲
に
比
し

て
著
し
く
重
厚
な
る
風
格
を
具
備
し
て
居

る
の
は
全
く
挙
ノ
リ
拍
子
を
基
本
と
し
て
居

る
が
尢
め
で
あ

る
。

そ
の
上

に
大
ノ
ソ

・
中

ノ
リ
の
二
種

の
拍
子
を
衆
備
し
て
居
り
、
必
要
に
應
じ
て
適
宜
に
之
れ
を
使
用
し
、
種
々
多
彩
な
衷

現
を
な
し
て
居

る
こ
と
は
謠
曲

の
他
の
晋
曲
に
比
し
て
傑
れ
て
居
る
所
以
で
あ

る
。

■

第

二
章
　
能
の
聲
樂

(下
)

　

前

章

に
於

い
て
は
、

謠

曲

の
聲
樂

と

し
て

の
特
色

に
就

い
て
述

べ
、
其

の
音

樂
的
性

質
を
綜

括
的

に
解

読
し

尢
。

本

章

に
於

い
て
は
、

謠
曲

の
各
部

分

に
就

い
て
其

の
昔
樂

的
性
質

を
明

か

に
し
よ

う
と
思

ふ
。

　

　
　
　

　

ふし

　

謠
曲

に

は
節

の
附

い
て
居

る
部

分

と
飭

の
附

い
て
居

な

い
部

分

と
が
あ

る
。
節

の
附

い
て
居

な

い
部
分

は
謂

は
ゆ

　

こ
と
ば

る
詞

で
あ

る
、

　

詞

に

恐

↓
定

の
掬

揚

は
あ

る
が
、

そ
れ

は
音
階
的

な
竜

の
で
は
な

い
か
ら
、
飭

と

は
言

ひ
得

な

い
わ
け
で
あ

る
。
㍉

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
な
　
の
ジ
　
　
つ
ムけぜ
り
ふ　
よ
ぴ
か
げ
　
　
は
ん
だ
ひ

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
か
た
り

こ

の
詞

に
屬

す

る
も

の

丶
中

に
、

名
宣

・
着
臼

・
呼

掛

・
問
答

・
語

な
ど

＼
特

稱

さ
れ

て
居

る
個

所

が
あ

る
。
先

づ

h其

等
・に
就

い
て
流
～
べ
よ

う
.

蜀

こ
れ
は
登
揚
入
物

(多
く
は
ワ
キ
)
が
霧

直
後
に
禦

に
對
し
て
云
古

己
紹
介
の
詞
で
あ
る
・
姦



　

(
叉
ば

　
聲

)

の
囃

子
で
登
場

し
、

次
第

(
父
は

　
セ
イ
)

の
謠

を
謠

つ
て
か
ら
、

名
宣

に

か

丶
る
も

の
、

砕
留
猷

　
で

墜
揚

し
、

直

ち
に
名

宣

に
か

＼
る
も

の
、
名

宣
笛

な
し

で
登
揚

し
、
直

ち

に
名
宣

に
か

丶
る
も

の
、
以
上

の
三
種

類

が
あ

る
、

　
　
つ
き
ぜ
　
ふ

　
　
着
白
　

こ
れ

も
同
じ

ぐ
觀
衆

に
對

し

て
只
今

何
處
其

處

へ
着

い
控
と

い
ふ

こ
と
を
告

げ

る
詞

で
あ

る
。

多
く

は
名

　
　

　

　
　
み
ち
ゆ
き

宣

の
後

に
道
行

と
稱

す

る
謠
が
あ

つ
て
、

着
臼

に
な

る
の
で
あ

る
が
、

稀

に

は
名

宣

か
ら
直

に
着
白

に
な

る
例

も
あ

.
る
。

　

よ
ぼ
が
け

　
　
呼
掛

　

こ
れ

は

シ
テ
(
稀

に

は

ツ

レ
又
は
子
方
)
が
幕

の
内

か
ら
舞
臺

に
居

る
ワ
キ
に
對

し

て
呼

び

掛
け

る
詞

で
あ

る
。

兆

も
、
稀

に
は

「
山
姥

」
や

「
張
良
」

の
如

く
詞

で
な
く

ず

シ
調

の
謠

で
呼

び
掛
け

る
も

の
も

あ

る
が
、

こ
れ

は
例

外

で
あ

る
。

い
つ
れ
に
し

て
も
相
當

の
遠

距
離

か
ら

呼

び
掛

け

て
居

る
戚

じ

を
表
現

す

る
こ
と

が
必
要

で
あ

る
。

　

ゐ
ん
だ
い　
　
　
　
　
　
　
ず
　
　
　
　　ド
メ
オ　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
びイ
　

　
　

　

　

俗

に

～
モ
ン
ダ

フ
」

と

云

つ
て
居

る
が
、

こ
れ

は

「
モ

ン
ダ

ヒ
」

と

云
ふ

の
が
傳

統

的
な

稱

呼
で
あ

る
。

　

問

答

こ

れ

は
問
答

と

い
ふ
漢

字

の
熟
語

を
波
行

四
段

に
活
用

さ
せ
、

そ

の
蓮
用

形
を
取

つ
て
名
詞

と
し

力

竜

の
で
あ

る
か

.ら

、
假
名
.は

モ

ン
ダ

ヒ
で
あ

る
べ
き

で
あ

る
。
　

㌧,問
對
ぐ

と

い
ふ
字

を
宛

て

＼
、あ

る

の
を

よ
く
見

か

け

る
が
、

ご
れ

は
語

源

を
無

覦

し

た
宛

字

で
あ

る
。

こ
れ

は
讀

ん
で
宇

の
如
く
登

場
人
物

の
間

に
交

は
さ
れ

る
對

話

の
こ
と

で
あ

る
。

闇
答
の
警

莫

零

シ
調
の
謠
の
欝

に
努

、
地
謠
の
鵞
.響

藩

す
る
の
が
普
導

あ
る
・

　

か
ぬ
り

　

語

こ
れ

は
、

シ
テ
が

ワ
キ

(
叉

は

ツ

レ
)

に
對

し

て
、
或

は

フ

キ
が

冫

(
又
は

ツ

レ
や

ワ
キ

ツ

レ
)

に
對
し

撞

　

　
　

.鶴

の

曾

樂

　

　

　
　
」
　

　

ヒ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

施
謹



●

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
セ
に　
　
　
　
　
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら　
の

惣

　

　

　
一能

の

漁
目

樂
}

　

　

　

、

,
,

　
　

,

　

　

　

　

　
　

「
、

,

　

　

　
　

九
ワ
周
博

　

　

　

　

,

て
、

詞

を
以

つ
て
物
語

を
な

す
も

の
で
、
何

れ
も

重
要

な
聞

か
せ
所

で
あ

る
。

中

で
も

「
景
漕
」
・
「
朝

長
」
・
「
大
原

御
幸

し

(
以
上

シ
テ
鉱
贈
)
、

「
隅

旧国
川
」
・
「
蔽
冊日
厂」
。
「
道

成
寺
」
・
「
七
眈刷
仆洛
」
・
「
鉢
木
」
・
「
攝
川待
」

(以
上

ワ
キ
載
酬
)

な

ど

の
語

は
極

め
て
大

切
な
謠

ひ
所

に
な

つ
て
居

う
、
詞

の
扱

ひ
や
緩

急
抑
揚

に
種

々
な

日
傳

が
あ

る
。

な
ほ
以
上

の

外

に

小
書

に
依

つ
て
特

別
…な
語

が
挿

入
・さ
れ

る
場
合

が
あ
　る
、　

「
糖
辨

慶
」

の
」船
中
語

の
如
き

は
其

の
代
表

的
な

も

の
で

あ
ら

う
。

こ
れ

は
武
藏

坊
辨
慶

(
フ
キ
)

が
船

中

に
於

い
て
船

頭

(
問
)

の
圻

望
に
應
じ

て
主
君

義
經

の
武
勳

を
物

語

る
竜

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

は
何

れ
も
重

い
習
事

に
な

ケ
て
居

う
、

妄

6
に

は
演
奏

し

な

い
.

　

次

に
節

の
附

い
て
居

る
部

分

に
は
如
何

な

る
種
類

が
あ

る
か
と
云
ぶ

と
、

こ
れ

は
拍

子

に
合

ふ
個
所

と
拍
子

に
合

　
　

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

し
　
だ
い　
　
み
ち
ゆ
　
　
　
さ
げ
う
た
　
　
あ
げ
う
た

は

澱
個

所

の
二

つ
に
大

別
す

る
こ
と

が
出

來

る
。

拍

子
に
合

ふ
個
所

に
は
次
第

・
道
行

・
下
歌

・
上
歌

・
ク

セ

・
ロ

　
　

　

ま
ち
う
お
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ょ
み
も
の
　
　こ
　う
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ワ

ン
ギ

.
待
謠

・
キ
リ

・
ノ
リ
地

.
讀
物

・
小
歌

な
ど
が
あ

う
、
拍

子

に
合

は

繊
個

所

に
は
サ

シ

・
カ

・
ル

・

一
セ
ィ

に
の
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀞

二
句

・
ク

ソ

・
フ
カ

・
ク
ド

キ

・
文

な
ど
が

あ

る
。

こ
れ
ら

に
就

い
て

】
々
読
明

を
施

し
て
置

か
う
。

　

し
　
だ
い

　

次

第

　

こ
れ
は

次
第

の
囃

子

で
登

場

し
力
入
物

が
発
場

最
初

に
謠

ふ
所

の
謠

で
あ

つ
て
、

七

五

・
七

五

・
七
四

の

三
句
か
ら
成

る
短
か
い
竜

の
で
あ

る
。
例

へ
ば

「
今
を
始

め
φ

放
衣
、
ー

、
日
も
行
く
末

ぞ
久
し
き
」
(
高
砂
)

の

如
き

も

の
で
、

夲

ノ
リ
拍

子

に
合

ふ
。
昔

階
推
移

は
上
音

に
始

ま
わ
下
晋

に
終

る
の
を
定

則
と
し
、

ク

ソ

・
呂
な
ど

　
　

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

ぢ
　
と
り

の
昔

位
を
用

ふ

る
こ
と

は
絶

對

に
な

い
。

こ
の
次
第

の
後

に
は
、

地
取

と
稱

し

て
、
地
謠

が
同
じ

交
句

を
低

昔

で
謠

　
　

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

わ
き
の
う

ぴ
返

す

こ
と

に
な

つ
て
居

る
。

地
取

は
拍
子

に
合

は

粗

の
が
普
逋

で
あ

る
が
、
初

能
物

の

フ
キ
め

次
第

は
特

別

で
、

」

9

筋



　
　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

み
ん
ぺん
が
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
の
う
　
モ

こ

れ
は
地
取

が
拍

子

に
合

ひ
、

地
取

の
後

に
今

　
度

ワ

キ
が

次
窮

を
謠

ひ
返

す
。

こ
れ
を

三
遍
返

し
と

云
ふ
。
初
能

藷

　

,

物

以
外

に
弟
極

め
て
稀

に
地
取

が
拍
子

に
合

ふ
例
が
あ

る
。

現
行

曲

で
は

胆,車

僭
」

と

へ、攝

待
L

の
二
番

が

さ
う

で

あ

る
。

こ
れ
は
次
鏘

の
後

に
名

宣

が
な
く
、

直
ち

に
道
行

に
な

る
關
係

か
ら

で
あ

る
。

ま

力
現
行
曲

の
中

に
唯

}
番

で
あ

る
が
、

地
取

の
な

い
次
第

が
あ

る
。

そ

れ

は

「
安
宅
」

で
、

こ

の
曲

の
次
第

に
は

地
取

が
な

く
、

そ

の
代

り

に

間

狂

言
が

次
窮

を
謠

ふ
。
即

ち
、

シ
プ
と

ツ

レ
と

が
同
音

に
「
放

の
衣

は
篠

懸

の
、

ー

、

露

け
き
袖

や
萎

る
ら

ん
」

と

謠

ふ

と
、

間
狂
言

が
共

の
後

を
受

け

て

「
俺
が

衣
は
篠

懸

の
、

破
れ

て
事
や
缺

き

繊
ら

ん
し
と

謠
ふ

の
で
あ

る
つ

こ

れ
を
狂
言

次
第

と
言

つ
て
居

る
。

　

ぢ
　
し
　
だ
い

　

地

次
第

　

こ
れ

は
地
謠

の
謠

ふ
次
第

で
あ

る
。
普
逋

の
次
第

は
人
物

の
登

場
歌

で
あ

る
が
、

地

次
第

は
さ
う
で

は

な

く
、

多

く
は
曲
舞

(
ク
ヅ

・
サ

シ

・
ク

セ
)

の
序

歌

と
し
て
存
在

す

る
、
即

ち

「
朋
衣
」

の

「東

遊

の
駿

河
舞

、

ノ
＼

、

こ
の
時
や
始

め
な

る
ら

ん
」

の
如
き

も

の
で
あ

る
.

從

つ
て
其

の
意

味

で
ぱ
普
逋

の
次
第

と
全

く

別
個

の
略

の

で
あ

る
が
、

音
樂

的
性
質

は
少

し
も
異

る
所
が

な

い
。

こ
れ

に
も
地
取

が
あ

る
。

こ
の
地
次
第

と
本

質

的
に
は
同

性

質

の
慈

の
を

シ
テ
が
謠

ぶ
場
合

が
稀

に
あ

る
。

例

へ
ば

「
道
成

寺
」

の

シ
テ
が
謠

ぷ

「花

の
外

に
は

松
ば

か
り
、

ー

、
暮
れ
初

め
て
鐘
や
響
く
ら
ん
」

の
如
き
が
共

の

一
例

で
あ

る
。

こ
れ
は
亂
拍
子
の
序
歌
で
あ
る
。

　
　

　

　
　

い
つ
ぜ
い　
　し
ん
　
　
い
つば
い

　

一
セ
イ

　

一
聾

(眞

ノ

一
聲

を
含

む
)

の
囃

子

で
嬰
揚

し
力
入
物

の
謠

ふ
謠

で
、

五

・
七

五

・
七

五

の
三
句

か
ら

成

る
も

の
が

正
格

で
あ

る
。

例

へ
ば

「
高
砂

の
、

松

の
春

風

吹
き
暮

れ

て
、
尾

上

の
鐘
竜

ひ

璽
く
な

り
し
(高
渺
)

の

　
　

　

　

糖
嗣

の

鼠日

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
・九
五

■

丶



　

　

　

　

齲
騨　
の
　
　
　膏
　
　飆翆　
　
　
　
　
　・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

如
き

も

の
で
、

こ
れ
は
拍

子

に
合

は

ぬ
。

晋
階
推

移
は
上

昔

に
始

ま
わ
上

音
に
終

る
の
が
定
期

で
、

ク

ヅ

・
入

ソ

・・

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

ま
ひ

入

リ
廻

シ
な
ど

の
飭

が
あ

つ
て
ク
ヅ

の
昔
位

へ
上
昇

す

る
。

な
ほ
入

物

の
登

場
歌

と
し

て
の

一
セ
ィ
の
外

に
、
舞

・

か
け
り

翔
三

イ

ロ

へ
な
ど

の
序

歌

と
し

て

の

一
セ
ィ
が
あ

る
。

例

へ
ば

「
小
袖

曾
我
」

の
男
舞

の
掛

6
に
あ

る

「
高
き
名

を
、

雲
居

に
揚

げ

て
富

士

の
根

の
、

奪

を
廻
ら

す
舞

の
か
ざ

し
」

の
如
き

が
共

れ

で
あ

る
。

こ
れ
慈
其

の
音

樂

的
性
寳

は

{登
場

歌

の

一
セ
イ
と
里
ハ
る
所
が

な

い
。

　

に
のぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　

二
句

　
こ
れ
は
登

場
歌

の

一
セ
イ
に
續

く
同

趣

の
謠

で
、

七
五

・
七
五

の
二
句

か
ら
成

る
竜

の
が

正
格

で
あ

る
。

例

へ
ば

「
波

は
霞

の
磯
が

く
れ
、

昔

こ
そ
汐

の
滿

干
な
れ
」
(高
砂
)

の
如
き

も

の
で
あ

る
。

}
セ
イ
の
後

に

二
句

の

あ

る

の
は

シ
ナ
と

ツ

レ
と
が

一
緒

に
登

場

丁
る
揚
合

に
多
く
、

そ

の
場

合

に
は

シ
プ
と

ツ

レ
と

が

一
セ
ィ
を
同
吟

し
、

二
句

の
第

一
句

を

ツ

レ
が
獨
吟

し
、
第

二
句

を

シ
"グ
と

ツ

レ
と

が
同
吟

す

る
こ
と

に
な

つ
て
居

る
。

ツ

レ
の
登
場

し

な

い
場
合

に

は

}
セ
イ

の
後

に
二
句

の
な

い
の
が
普
通

で
あ

る
が
、

稀

に

は

「
錫
法
師
」

や

「
葵

上
」
.
の
如
く

二
句

の
あ

る
竜

の
が
あ

る
。

こ
れ
ら

は
言

ふ
ま

で
も
な
く

シ
ナ
の
獨

吟

で
あ

る
。

二
句

も
共

の
昔
樂

的
性

質

は

}
セ
イ
と

略

々
同
じ

く
、

拍
子

に
合

は
な

い
。

晋
階
推

移

は
上
昔

に
始

裟

つ
て
中
昔

に
終

る
の
が
定
則

で
あ

る
。

第

}
句

に
は

ク
リ

・
入

ソ

・
入

り
廻

シ
な
ど

が
あ

つ
て
、

ク
ソ

の
音
位

に
上
昇

す

る
こ
と

}
セ
ィ
と
同
様

で
あ

る
。

な

ほ

一
セ
ィ

ニ
句

の
後

は

サ

シ

・
下
歌

ザ
上
歌

と
續

く

の
が
普
逋

で
あ

る
。

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　
レシ
タ
テ
イ
け
フ

　

サ

シ
　

こ
れ
は
洋

樂

の
吟

誦
調

淀
粗
當

す

る
竜

の
で
、
飭

の
附

い
,力
詞

と
云

つ
力
趣

の
謠

で
あ

る
。

勿
論
、

拍
子

櫓

O



9

に
合

は
な

い
。

淀
嚢
ず
滯

ら
ず
、

さ
な
が

ら
流

る
＼
如

く
に

ス
ラ
く

と
謠

ふ
の
が

サ

シ
の
特
徴

で
あ

る
。

「
高

砂
」

の

「
誰

を
か
も
知

る
人

に
せ

ん
高

砂

の
云

々
」

の

　
節

の
如
き

が
其

れ

で
あ

る
、

音
階
推

移

は
上
音

に
始

ま

6
下
昔

に
終

ゆ
、

絡
末

に
あ

る
廻

シ
で
呂

昔

に
下
降

す

る
の
が

正
則

で
あ

る
が
、

終
末

の
廻

シ
を
缺

く
竜

の
も

少
く

な

い
。

最
初

の
上
音
は
謂

は
ゆ

る
サ

シ
上
音

で
、

普
逋

の
上
音

よ
6

も
傘
晋
低

い
。

從

つ
て
中

音

へ
下
降

す

る
場
合

は
俗

に

中

オ
ト

シ
と
稱

す

る
特
殊

な
節

扱

ひ
に
な

る
。

こ
れ

も
サ

シ
の
特

徴

で
あ

る
。

但
し
、

こ
れ

は
柔
吟

の
揚
合

の
こ
と

で
あ

つ
て
、

剛
吟

の
場

合

は
上

音

と
申
昔

と
が
同
音
位

で
あ

る
か
ら
、

さ
う

い
ふ
特

徴
毛
淌
滅

し

て
し

ま

つ
て
居

る
.

　

カ

・
ル

　
こ
れ

は
實

質

に
於

い
て
は

サ

シ
と
少
し

も
異

る
所
が

な

い
。

控

璽
詞

か
ら

ず

シ
調

の
謠

に

か

＼
る
揚
合

に

カ

・
ル
と

云
ふ
名
稱

を
用

ゐ

る
こ
と
に

な

つ
て
居

る
の
で
あ

る
。

　

さげ
う
お

　

下

歌
　

こ
れ
は
李

ノ
ソ
拍

子
に
合

ふ
極

め
て
短

か

い
謠

で
、
中
昔

で
始
ま

う
下
音

で
終

る

の
が
定

則

で
あ

る
。
「
高

砂
」

の

〕
音
信

は
松

に
言
問

ふ
浦
風

の
、
落
葉

衣

の
袖

そ

へ
て
、
木
蔭

の
塵

を
掻

か
う
よ
、

ノ
丶

L

の
如
き

竜

の
で

あ

る
。

こ
れ
ら

は

下
歌

と
し

て
は
長

い
方

で
、

大
抵

は

二
句

乃
至

三
句

か
ら
成
わ
立

つ
て
居

る
。

上
音

へ
上
昇

し
な

い

の
が
普
逋

で
あ

る
が
、

少

し
長

い
も

の
に
な

る
と
、

上
昔

へ
上
昇

す

る
確

の
略
あ

る
。

　

あ
げ
う
た

　

上
歌

　
こ
れ

は
単

ノ
ソ
拍
子

に
合

ふ
や

丶
長

い
謠

で
あ

つ
て
、

上
音

で
始
ま

う
下
音

で
終

る
の
が
定

則

で
あ

る
。

「
高

砂
」

の

「
所

は
高
砂

の
し

の

}
飭

の
如
き

も

の
を

云
ふ

の
で
あ

る
。

上
音

で
謠

ふ
部

分

に
は

ク
ソ

・
入

り

・
入

り
廻

シ
な
ど

が
あ

つ
て
ク
ソ

の
音
位

へ
上
昇

す

る
、
最
後

は
下

管
に
下
降

し

て
終

る
の
が
普
逋

で
あ

る
が
、

稀

に
中

　

　

　

　

臨
　
　O
　
隆
　
韃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　九
七

　

　

　

　

刷■辱　　　　菴　　　　d繭i　　　層
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃叩　脳.



　
　

　
　

　
能
　
の
　
嘗

蟻
,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　

、

,　

、　

,　
　
　
　
　
　
　

九
へ

音

で

終

る
も

の
も
あ

る
。

ら

み

ち

ゆ

ル
らコ

,
遘

行

　

こ
れ

は
王
蠍
の

　
種

で
あ

つ
て
、
放
行

の
道

稈

を
謠

ふ
慈

の
を
言

ふ
。

例

へ
ば

「
高

砂
し

の

「
族
衣
、
末

は

る
み
＼

の
都

路

を
云

々
」

の

}
節

な

ど
が
其

れ

で
あ

る
。

　

ま
ち
う
お
い

　

待

謠

　

こ
れ
も
同
じ

く
上
歌

の

一
種

で
あ

る
。

ワ

キ
が
後

レ
ナ

の
路
場

を

待
ち

つ

＼
謠
ふ
所

の
謠

を

云
ぷ
。
　
「
東

北
」

の

「
夜

も

す
が
ら
、

軒
端

の
梅

の
蔭

に
居

て

云

々
」

の

一
節

な
ど
が
其

れ

で
あ

る
。

　

し
よ
ど
う

　

初

同
　

地
謠
が

最
初

に
同
吟

す

る
個
所

を
初

同
と
言

ふ
。　

「
高
砂
」

の

「
四
海
波
靜

か

に
て

云
々
」

の

}
節

の
如

き

佃

所

が
帥
ち
初

同

で
あ

る
。

大
抵

は
上
歌

で
あ

る
が
、

稀

に
は
下
歌

で
あ

る
揚

合

も
あ

る
。

　

ク

リ

　
曲
舞

の
序
部

を
構

成
す

る
の
が

ク
ソ

で
あ

る
。
流

儀

に
依

つ
イ、
は
之

れ
を
序

と
稱

す

る
。

上

音

を
主

と
し
、

ク
ソ

・
入
ソ

.
入
リ
廻

シ
な
ど

の
曲
節

を
以

つ
て
彩

つ
π
、
調

子

の
高

い
、
華

麗

な
謠

で
あ

つ
て
、

拍

子

に
合

は
な

い
。

末
句

で
中
音

に

下
降

し
、

終
尾

に
本

ユ
ソ
と
稱

す

る
特

殊
な
飾

が
あ

つ
〆し
、

下
膏
に
下
降

し
、　

一
段

落

と
な

る
。

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
の

總
じ

て

ク
リ
は
調

子
を
引
き

立

て

＼
淀

み
な

く
謠
ふ
。

曲
舞

は

ク
ソ

・
ず

シ

・
ク

セ
の
三
部

分

か
ら

成

る
が
、

古
書

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

ゐ

に

は
、

ク
ジ
を
瀧

に
喩

へ
、

サ

シ
を
急

湍

k
喩

へ
、

ク

セ
を
淵

に
喩

へ
て
、

各

々
の
謠

ひ
方
を
教

へ
て
居

る
が
、

こ

れ

は

誠
に
當

を
得

力
比
喩

で
あ

る
と
思

ふ
。

　
ク

セ
　

ク

セ
は
曲
舞
・の
蛍
要
部
分

で
あ

つ
て
、

こ
れ

は
李

ノ
ソ
拍

子

に
合

ふ
。　

「
勿
衣
」

に
例

を
取

つ
て
読
明
す

　
　

　
　

び

れ
ば

、
　

～,春
霞

力
な

び
き

に
け
り
久

方

の
し

か
ち

「
白
雲

の
袖

ぞ
妙
な

る
」

ま

で
が

ク

セ
で
あ

る
、

ク

セ
は
殆
ど
全

傘

費



部

が

地
謠

で
あ

る
が
、
途

中

に

}
個

所

シ
テ

(
又
は

ワ
キ

・
ツ

レ
)

の
謠

ふ
所
が
あ

る
、

こ
れ
を

ア
ゲ

ハ
と
言

ふ
。

「
例

衣
」

の

「
君
が
代

は
、

天

の
別
衣
稀

に
來

て
」

が
即

ち
其

れ
で
あ

る
。

ク

セ
は
下
音

(
叉
は
中
音

)

で
謠

ひ
出

し

、
前

牛

(
ア
ゲ

ハ
前

ま
で
)

は
中
音

と
下
昔

と
を
主

に
し
イ
謠

つ
て
行

く
が
、
後

牛

(
γ
ゲ

バ
以
後

)

は
⊥

菅
と

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や　
へ

中

音

を
主
に
し

て
、

ク
ソ

・
入

ソ

・
入

り
廻

シ
,・
ウ

キ
振

り

・
バ
ネ
節

な

ど

の
華
麗

な
曲
飾

で
彩

り

つ

＼
花
や

か

に

謠

ふ
。

か
く
し

て
最
後

は
中
音

か
ら

下
音

へ
下
降

し

て
、

一
曲

を
終

る
の
で
あ

る
。

こ
の

ク
セ
の
問
、

シ
プ
が
舞

を

舞

ふ
場

合
と

下
に
居

た
ま

＼
で
何

竜
し

な

い
場
合

と
あ

る
。
前

者

を
舞

グ

セ
、
後

者
を
居

グ

セ
と

云
ふ

.
ま

力
長
交

の

ク

セ
に
は

ア
ゲ

ハ
が
二

つ
あ

る
も

の
が
あ

る
。

こ
れ

を

二
段

グ

セ
と

云
ふ
。

反
對

に
短

文

で
ア
ゲ

ハ
の
な

い
も

の

竜

↓め
る
。

こ
れ
を
片

グ

セ
と

云
ふ
。

　

ロ
ン
ギ

　

こ
れ
は
論
議

の
意

で
、

問
答
體

の
謠

を
言

ふ
.
多

く
は

地
謠

と

シ
ナ

の
掛
合

で
あ

る
が
、

稀

に
は

ワ
キ

と
.
シ
テ
、

又

は

ツ

レ
と

シ
プ
で

ロ
ン
ギ
を
謠

ぷ
場
合

も
あ

る
。

ま

た
交
意

は
必
ず
し

も
問
答
體

で
な

い
竜

の
も
あ

る
。

い
つ
れ

も
夲

ノ
リ
拍

子
に
合

ふ
。

音
階

推
移

は
上
音

と
中
昔

と
を
主

と
す

る
。
總

じ

て

ロ
ン
ギ
に
は
餘

り
複

雜

な
曲

飭

の
な

い
の
が

普
逓

で
あ

る
が
、

中

に
は
相
當

に
込
み

入

つ
控
飭

附

の
も

の
竜
あ

る
。

　

ワ
カ

　

シ
ク
が
舞

を
舞

ひ
終

つ
て
謠

ふ
謠

で
、

五

七
五
七

七

の
和
歌

の
形
を
し

π
も

の
が

正
格

で
あ

る
が
、

破
格

の

も

の
も
少
く
な

い
ゐ

　

ノ
リ

地

　
大

ノ
リ
拍

子
に
合

ふ
謠
を

ノ
ソ
地

と
言

ふ
、

謠
本

に
は

ノ
川
と
記

し

て
あ

る
。

ノ
川
と

は
大

ノ
ソ
拍
子

　

　
　
　
　
能

の

音

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
九
九



　
　

　

　

能
　
の
　
音
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
〇
〇

に
合

ふ
と

い
ふ
意

味

で
あ

る
。

舞

の
後

は
大

抵

ノ
ヅ
地

に
な

る
の
が

普
逋

で
あ

る
。

　

キ

リ
　

}
曲

の
終
末

を

な
す
謠

の
意

で
、

こ

の
名

稱

に
は
廣

狹

二
義

が
あ

う
、
廣

義

の
キ
ソ
は

「
曲

の
終
末

を
な

す
謠

の
汎
稱

で
あ

る
が
、

狹
義

の
キ
ソ
は
狂

女
物

な
ど

の
終

り

に
あ

る
短

か

い
謠

を
言
ふ
。
例

へ
ば

「
櫻

川
」
の
「
か

く

て
件

ひ
立

ち
歸

う
云

々
」

の

一
飭

の
如
き

も

の
を
言

ふ

の
で
あ

る
。

こ
れ
は

夲

ノ
リ
拍

子
に
合

ふ
。

中
昔

で
謠

ひ

出

し
、

殆
ど

晉
階
的

な
變
化

を
示

き
ず
に
中

昔

の
ま

＼
で
數

句
謠

ひ
、

終

う

か
ら

三
句
目

に
至

つ
て
上

音

へ
張
わ
上

げ
、

花

や

か
に
謠

つ
て
、

最
後

の
句

で
中

音

か
ら

下
音

へ
下

げ
て
謠

ひ
止

め

る
。

　

ク

ド

キ
　

シ
テ

(
叉
は

ツ

レ
)

が
戚
傷

的
な
氣

持
を

吐
露
す

る
時

の
謠

で
あ

つ
て
、

こ
れ
は
拍

子

に
合

は
な

い
。

サ

シ
調
中
音

で
謠

砿
出
し
、

最
後

は
下
晉

に
下
降

し
、
終
尾

の
廻

し

で
呂

音

に
下

つ
て
終

り

に
な

る
。
　

「
俊
寛
」

の

「
こ
の
程

は

三
人

一
所

に
あ
う

つ
る
だ

に
云

々
」

の
如
き

も

の
を
言

ふ

の
で
あ

る
。

ク
ド

キ
の
前

に
は

ク
リ
調

の
謠

の
あ

る
の
が

正
格

で
、

そ

の
終
末

に
傘

ユ
リ
と
稱

す

る
特

殊

の
飭

が
あ

つ
て
、

ク
ド

キ
に
連
續

す

る
。

　

ふ
み

　

文

　

シ
プ
が
書

状

を
讀

み

上
げ

る
揚

合

の
謠

で
あ

る
。

そ

の
昔
樂

的
性
質

は
サ

シ
と
異

る
所

が
な

い
。
　

「
熊
野
」

の

「
甘
泉

殿

の
春

の
夜

の
夢

云

々
」

の
如
き

は
其

の
代

表

的
な
竜

の
と
言

へ
よ

う
。

　

よ
み
お
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　

讚

物

　

シ
テ
が
漢

文
風

の
文
章

を
讀

み
上

げ

る
場
合

の
謠

で
あ

つ
て
、

こ
れ
は
拍

争
に
合

ぷ
。
　
「
安

宅
」

の
勸

進

帳
、

「
正
尊
」

の
起
講

文
、
「
木
曾

～
の
願

書

の
類
を

云
ふ
。

何

れ
も
重

い
警
物

に

な

つ
て
居

る
。

文

は

殆
ど
み

な
柔

吟

で
あ

る

の
に
對

し
、

讀
物

は
悉

く
剛
吟

で
あ

る
。

文
と
讀
物

と

は
見

力
目

は
似

イし
居

る
が
、
呉

の
昔

樂

的
性
質

は



凡
ゆ

る
點
に
於

い
て
對
蹠
的
で
あ

る
。

　
小
歌
　
室
町
時
代

の
俗
謠
を
謠
曲
化
し
て
取
轟
入
れ
控
葡
の
で
あ

る
か
ら
、
普
逋

の
謠
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て

居

る
。
「
花
月
」

の

「
來
し
方
よ
う
云
々
」

の

一
飭
、
「
放
下
僧
」

の

「
面
自

の
花

の
都
や
云
々
」

の

一
節
、
「
藤
榮
」

　
　
　
　
　
れ　
じ
ろ

の

「
川
岸
の
根
自
の
柳

云
々
」

の

一
節
、
こ
れ
ら
は
小
歌

の
代
表
的
な
竜

の
と
云

へ
よ
う
。
な
ほ
此
の
外
に
も

「
蘆

刈
」
・
「
大
江
山
」

な
ど
に
取
う
入
れ
ら
れ
て
居

る
。
小
歌

は
小
歌
獨
特

の
拍
子
に
合
ひ
、
そ
の
曲
節
竜
普
逋

の
謠
と

は

一
風
變

つ
て
居

る
。

第
三
章
　
能

の
器
樂

(上
)

　
能
に
用

ゐ
ら
れ
る
樂
器
は
笛

・
大
鼓

・
小
齦
及
ひ
太
鼓
の
四
種
類
で
あ

る
。
四
種

の
中
、
三
種
ヨ
て
ガ
打
樂
器
で

あ
り
、
力

皮

一
種
が
管
樂
器

で
あ

つ
て
、
絃
樂
器
は
全
く
用
ゐ
ら
れ
な

い
。

　
能

の
笛
は
雅
樂

の
横
笛
か
ら
進
化
し
控
竜
の
ら
し
く
、
吹
口
共
に
八
孔
を
有
す
る
。
長
さ
は

}
尺
三
寸
三
分
内
外
、

讐

以
つ
嚢

す
る
・
息
を
吹
き
込
む
。
を
蟹

、
又
は
髏

と
云
ひ
、
吹
・
は
頭
端
か
ら
三
寸
八
分
位
の
位
婁

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

テ
ウ
シ
　
グ
チ

あ

る

。

吹

口

か

ら

頭

端

ま

で

は

鉛

及

び

唐

木

を

填

め

て

蝋

で

固

め

て

あ

る

、

吹

口

を

除

く

七

孔

を

調

子

口

と

云

ふ

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ロ
ク

こ

の

調

子

口

を

指

で

開

閉

し

、

種

々

の

昔

色

を

出

す

わ

け

で

あ

る

。

調

子

口

は

吹

口

に

近

い

も

の

か

ら

順

に

、

六

.

チ
ウ
　
　
　
　
　
ジ
ダ
、7
　
ゴ
　
　

カ
ン
　

ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ミ

中

・
タ

・
上

・
五

・
干

・
次

と
名
づ

け

る
。

な
ほ
頭

端

か
ら

二
寸

六
七
分

の
個
所

に
蝉
と

稱
す

る
装
飾

物

が
あ

る
。
`

　
　

　

　

鶴

の

岬髫

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　聯
○

循



　
　

　
　

　
』能

の

㎝音

樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　一
〇
二

こ

れ

は
竹

筒

の
飭

(
控

く

}
ケ
所

だ
け
あ

る
)

の
背

部

を
横

に

三
分

ば

か
り
切
6
缺

い
て
唐
木

を
墳

め
、

樹

の
枝

を

折

6
取

つ
力
痕

跡

の
や

う
に
拵

ヘ
カ
竜

の
で
、

そ

の
形

が
蝉

の
と
ま

つ
て
居

る

の
に
似

て
居

る
の
で
、

蝉
と

云
ふ
。

こ

の
嬋

と
八

つ
の
孔

と
を
除

い
て
宀

そ

の
他

の
部

分

は
悉

く
篠

叉
は
樺
櫻

の
皮

で
卷
き
、
漆

で
塗

う
固

め
て
あ

る
。

　

笛

の
職

能

に
は

二
種

あ

る
。
帥

ち
、

大

・
小

・
太
鼓

な
ど

と
協

力
し

て
器
樂

を
奏
す

る
こ
と

丶
謠

の
中

ヘ
ァ

シ
」ラ

ヒ
を
吹

く

こ
と

＼
で
あ

る
。

勿
論

、
前

者
が

主
要
な
職
能

で
は
あ

る
が
、

謠

の
中

ヘ
ァ

シ
ラ

ヒ
を
吹

く

こ
と
も
決

し

て

疎

か
に
は
出

來
な

い
こ
と

で
、

こ

の
巧
拙

に
依

つ
て
謠
が

一
履

の
生
、彩

を
發
揮

す

る
揚
合

と
共

の
反

對

の
揚
合

と

を

生
、ず

る
。

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

ダ
イ

　

大
鼓

は

オ

ホ
ツ

"
ミ
と
も

オ

ホ
カ

バ
と
も
訓

む
。

ま
力
略

し
て
大

と
も

云
ふ
。

胴
と

二
枚

の
皮

と

こ
の
三

つ
の
も

　
　

　
　

　
　

シ
ラ
ベ
ヲ　　　　　　　メ

の

を
連
結
す

る
調
緒

か
ら
出
來

上

つ
て
居

る
。

胴

は
主

に
櫻

の
木

で
作

る
。

蚕
長

が
約
九

寸
五
分
あ

る
。

爾
端

の
椀

形
を
し
力
部
分
を
籍

と
云
ひ
・
堤

の
筒
形
の
部
分
を
撚

又
は
聾

と
云
ろ

蕃

養

麦

驚

髪

想

て

製
す

る
。

小
鼓

の
皮

よ
・り
は
大
分
厚

い
。

周
線

に
鐵
輪

を

入
れ
、

革

は
周
線

よ
う
裏

へ
折

6
返

し
て

之

を
包

ん
で

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

シ
ラ
ペ
ヲ

居

る
。

そ

の
周

圍

に
六

つ
の
孔
が
あ

る
。

こ
の
孔

に
調

緒
を
通

し
、
表

裏

の
革

と
胴
と

を
蓮
結
す

る

の
で
あ

る
。

こ

　
　

シ
ラ
ベ
ア
ナ

れ

を
調

孔
と

云
ふ
。
調

緒

は
麻

を
太

く
撚

つ
カ
も

の
で
、

色

は
朱
色

が
普

逋

で
あ

る
。
往

古
は
練

達

の
士

が
將

軍
家

よ

う
許

さ
れ

て
淺
黄

、

叉

は
紫

の
調
緒

を
用

ゐ

る
こ
と

が
あ

つ
カ
が
、
今

は
其

の
事

も
絶

え

て
し

ま

つ
カ
。
但

し
、

'現

在

で
も
貴
人

か
ら

拜
領

し

力
紫

の
調

緒

を
用

ゐ
て
屠

る
古
老

も
稀

に
は
あ

る
や
う

で
あ

る
。

こ

の
調

結

は

二
本
あ

馬



■

つ
て
、

辰

は
炎
裏

の
革
の
問
を
縱
に
千
鳥
掛
に
し
、

天

は
装
沸
的
に
櫃

に
掛
け
る
。
大
鼓

の
革
は
堤
火
で
焙
じ
、

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
コ　
ジ
メ

乾

燥

せ
し

め
て

か
ら
、

調
緒

を
以

つ
て
堅

く
緊

め
、

赫更

に
小
締

と
稱

す

る
紐

を
以

つ
て
調

緒
數
條

を

束
ね

て
締

め
上

げ

、

そ
し

ノし
滿

身

の
力
を
右

手

に
こ

め
て
打

つ
の
で
あ

る
か
ら

、
革

は
數

囘

の
使

用

で
廢

物
と
な

る
。

こ
れ
を
打

つ

姿

勢

は
鼓

を
左

手

に
持

ち
、
左

腰

に
構

へ
て
、

右
手

を
大
き

く
廣

げ

て
打

つ
の
で
あ

つ
て
、

そ

の
音

色

も
極

め
て
豪

壯

で
あ

る
。

　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
セ
ウ

　

小
鼓

は

コ
ツ

ご

、、
と

云
ひ
、

痩

た
略
し

て
小
と
も

云
ふ
。
大

鼓

と
同
じ

く
胴
と

二
枚

の
革

と
調
緒

か
ら
出
來

上

つ

て

居

る
。

胴

は
多
く
櫻

の
木

で
作

る
が
、

稀

に
は
黒

柿
な
ど

を
用

ゐ
て
作

つ
カ
も

の
も
あ

る
¢

胴

の
全

長

は
八
寸

三

分
内
外
で
、
大
鼓
よ
惷

守

ば
奪

小
ま

.
兩
端
の
椀
形
の
都
分
を
籍

と
云
ひ
、
奥

の
筒
形
の
部
を
嬬
弧

　
　
ス　
ア
ヒ

叉
は
集
、合
と
云
ふ
。
革
は
當
歳
、
叉
は
二
歳
の
若
駒
の
皮
を
以

つ
て
製
す
る
。
構
造
は
大
鼓
と
同
じ
で
あ

る
が
、
小

鼓

の
革
は
大
鼓

の
其
れ
の
如
く
、
數
囘

の
使
用
で
廢
品
と
な

る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
色

々
な
装
飾
が
施

さ
れ
て
ゐ

る
。
嚢
力
小
鼓

の
革
は
長
年
使
用
し
な
け
れ
ば
本
當
に
良

い
昔
が
出
な

い
の
で
、
.古

い
革
ほ
ど
珍
重
さ
れ
、
百
年
以

上
も
經
過
し
力
竜
の
に
な
る
と
非
常
な
高
價
で
あ

る
。
調
緒
は
矢
張
り
麻
で
作

る
が
、
大
鼓
の
調
緒
か
ら
見

る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る　
　
いろ

ズ
ッ
と
細

い
。
色
億
朱
色
を
普
通
と
す

る
が
、
冤
し
色
に
は
紫

・
茶
な
ど
が
あ

る
。

小
鼓

の
打
ち
方
は
、
鼓
を
左
手

で
持
ち
、
右
肩

へ
構

へ
て
、
右
手
で
打

つ
の
で
あ
る
が
、
打

つ
時
に
左
手
で
調
緒
を
適
嘗
に
締

め
距
う
緩

め
だ
わ
し

て
種

々
の
昔
色
を
出
す
の
で
あ

る
。
そ
の
音
色
は
艶
麗
で
、
大
鼓

の
男
性
的
な
の
に
對
し
て
女
性
的
で
あ
わ
、
兩

々

　
　
　
　

鶴

の

霤

擽

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

U

三



　

　

　
　

饑
　
の
　
曾
　
榮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

翻
0
顔

相

俟

つ
て
陰

陽
和
合

の
妙

を
發
揮

す

る
の
で
あ

る
。

.
太

鼓

は

タ
イ

コ
と
訓

む
。

大
鼓

や

小
鼓

の
揚
合

の
如

き
略
稱

は

な

い
。

胸

と

二
枚

の
革
と
調
緒

と

か
ら
出
來
上

つ

て

居

り
、

こ
れ

を
叉
右
衞

門
鏖

と
稱
す

る
臺

に
掛
け
、

撥

を
以

つ
て
打

つ
の

で
あ

る
。

胴

は
直
徑

八

寸

五
分
内
外
、

幅

(高

さ
)
は
四
寸
六
分

位

で
、

主
と

し
て
樫
、

又

は
棒

を
用

ひ
て
作

る
。、
就

中
、
赤
樫

で
作

つ
力
慈

の
が
最
良

品
と

さ

れ
て
居

る
。

ま

カ
、

柿

・
紫

檀

・
黒
檀

な
ど

で
作

つ
カ
も

の
も
あ

る
さ
う

で
あ

る
。

革

は
牛
皮

を

以

つ
て
製

す

る

が

、

大
鼓

の
革

の
如
く
數

囘

の
使

用

で
廢

品
と

な

る
竜

の
で
は
な

い
か
ら
、

古
革

の
良

品
が
珍
重

さ

れ

る
。

な
ほ

表

　

　

　
　

　
　

バ
チ
カ
バ

革

の
中

央
に
は
撥
革

と
稱

す

る
直

徑

一
寸
五
分

乃

至
二
寸

の
圓

形

の
鹿
革

を
貼

る
。
打

つ
時

は
、

必
ず
撥

を

こ
の
撥

　

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
ウ
ラ
バ
リ

箪

へ
嘗

て

る

の
で
あ

る
.、
嚢

力
裏

革

に
は
裏
貼

と
稱

し

て
撥

革
よ

ら
や

＼
大
き

い
圓

形

の
鹿
革

を
貼

る
。

こ
れ

は
調

　

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
シ
ラ
ベ
ヲ

子

を
整

へ
る
カ
め

で
あ

る
。

こ

の
二
枚

の
革

で
胴

を
挾
み
、

調
緒

を
以

つ
て
堅

く
締

め
上
げ
、
臺

に
掛

け

て
打

つ
の

で
あ

る
。

　

き

て
最
後

に
大
鼓

・
小
鼓

・
太
鼓

の
職
能

に
就

い
て

一
言
す

る
。

こ
の
三
種

の
打
樂

器

の
職

能

に
竜
矢

張
う

二
種

あ

る
。

帥

ち
、

剛
つ
は
謠

の
俘
奏

を
す

る
事

で
あ

う
、
今

}
つ
は
笛

と
協

力
し

て
器

樂
を
奏

す

る
事

で
あ

る
。

な
ほ

　

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

ぬ

大

鼓

と
小
鼓

と
は
凡
ゆ

る
曲

に
入

る
が
、
太

鼓

は
入

る
曲

と
入
ら

な

い
曲
と
が
あ

る
。

概

し

て
言

へ
ば
、
賑
や

か
な

　

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

わぽ
の
う　
　
き
り

曲

に
は
太
鼓

が
入
う
、

寂
し

い
曲

に
は
太
鼓

が
入
ら

な

い
の
で
あ

る
が
、

い
蛮

少
し
具
軆

的
に
言

ふ

と
、
初
能

と
尾

の
う能

と
は
必
ず
太
鼓
が
入
う
、
二
番
目
物
と
辺
番
目
物
は
太
鼓
の
な

い
の
が
原
則
で
あ
う
、
三
番
目
物

は
太
鼓

の
入
る



ぜ

も

の
と
太
鼓

の
な

聴
も

の
と
が
縦

傘
ば
し

て
居

る
。

第
四
章
　
能

の
器
樂

(下
)

ひ

　

前
章
に
於

い
て
は
能
に
用

ゐ
ら
れ
る
樂
器
四
種

に
就

い
て
解
読
し
控
。
本
章
に
於

い
て
は
其
等
の
樂
器
に
依

つ
て

如
何
な

る
音
樂
が
奏
せ
ら
れ

る
か
に
就

い
て
蓮
べ
よ
う
と
思
ふ
。
　

　
　

　

・

　

能
の
器
樂
に
は
、
中
之
舞
と
か
神
樂
と
か

い
ふ
や
う
な
舞
踊

の
地
を
成
す
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
が
あ

る
。
前

者
に
就

い
て
は

「
能

の
舞
踊
し
と
題
し
て
別
に
説
述
す
る
筈
で
あ

る
か
ら
、
本
章
で
は
專
ら
後
者
に
就

い
て
述
べ
る
。

そ
の
主
な
も

の
は
演
者
の
墜
場
退
場
に
奏
せ
ら
れ

る
囃
子
で
あ

る
。

　

し
　
だ
い

　

吹
第
　

シ
テ

・
ワ
キ

(
叉
は

シ
テ
ノ
ツ
レ

・
ワ
キ
ツ
レ
)

の
務
場

の
際
に
奏
せ
ら
れ
る
囃
子
の

一
種
で
、
大
鼓
と
小

鼓
と
で
囃
し
、
笛
が
之
れ
を
あ
し
ら
ふ
。

正
式

に
は
三
段
で
あ
る
が
、
多
く
の
揚
合
、
略
し
て

一
段
に
す

る
。
最
後

に
打
切
と

い
ふ
手
が
あ

つ
て
、
登
場
し
控
入
物
が
次
第

の
謠
を
謠
ひ
出
す
の
で
あ
る
。

　

し
ん
　
　し
　
だ
い
　
　
わ
　
の
う

　

翼

ノ
次
第
　
初
能
物
の
ワ
キ
の
登
場
に
奏
せ
ら
れ
る
囃
子
で
、
次
第

の
特
殊
な
毛
の
で
あ
る
。
極

め
て
溝
爽
な
威

じ
の
囃
子
で
、

正
式
に
は
五
段

で
あ

る
が
、

こ
れ
竜
略
し
て
演
奏
さ
れ
る
揚
合
が
多

い
。
最
後
に
打
切
が
あ

つ
て
、

、
次
第

の
謠
に
な
る
事
は
、
普
逋

の
次
第
と
同
様
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合

に
は
次
第

の
謠
が
謂
は
ゆ
る
三
遍
返
し
に
な

る
。

　

　

　

　
　
能
　
の
　
普
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　

　

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　

、

　

　

　

　

h能

の

噌音

轍贋

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
〇
六

　

い
つ
ぜ
い

　

噛
聲

　

シ
ナ

(
叉

は

ワ
キ

・
ツ

レ
)

の
登

場

の
際

に
奏

ぜ
ら

れ

る
囃
子

の

　
種

で
、
大

鼓
と

小
鼓
と

で
囃

し
、
笛

が

之

れ

を
あ
し
ら

ふ
。

次
第

よ
わ
も

ノ
リ

の
良

い

(
ツ

ズ

ム
戚

の
豐

か
な
)

囃

子

で
あ

る
。

こ
の
囃

子

で
登

場
し

カ

・

入

物

は
、

先

づ

一
セ
イ
を
謠

ひ
、

次

い
で

サ

シ

・
下
歌

・
上
歌

を
謠

ふ

の
が
正
格

で
あ

る
。
然

し
、

破

格

の
も

の
も

少

く

な

い
。

　

し
ん
　
　のい
つ
ぜ
い
　
　
わ
き
の
う

　

眞

ノ

{
聲

　
初
能

物

の
前

シ
テ

(
必
ず

ツ

レ
を
俘

ふ
)

の
登
場

の
際

に
奏

せ
ら

れ

る
囃

子
で
、
　
↓
聲
・の
特

殊
な
も

の
で

あ

る
。

極

め

て
荘
重

な
戚
じ

の
囃

子

で
あ

つ
て
、

こ
の
囃

子

で
登

場

し
九
入
物

は
必
ず

一
セ
ィ

・
二
句

・
サ

シ
甑

下
歌

・
上

歌
を

謠
ふ

こ
と
に
な

つ
て
暦

る
。　

(但

し

=

一
の
例
外

は
あ

る
。
例

へ
ば

「
臼

樂

天
」
・
「
松

尾
」

が

二
句

を
缺
.く
が

如
き
勇

の
で
あ

る
。)

初

能
物

で
な
く

て
眞

ノ

一
聲

の
囃

子

の
あ

る

の
は
、

力

父

「
松
風
」

だ
け

で
あ

る
。

　

お
き
つ
ぜ
み
　
わ
き
の
う

　

置

鼓

初

能
物

の
ワ
キ
が
開

口
の
式

で
登

場
す

る
場
合

に
奏

せ
ら

れ

る
囃

子

で
あ

る
。

小
鼓

}
調

で

囃

し
、

笛
が

ね
　
と
ゆ

晋
取
を
吹
く
。
開
口
と

い
ふ
の
は
、
往
昔
、
禁
中

・
幕
府
及
び
京
都
本
願
寺
に
於
け
る
典
禮
能

の
際
に
、
初
能
開
始

に
先
だ
つ
て
行

は
れ
力
儀
式

で
あ

つ
て
、
そ
の
概
略
を
述
べ
れ
ば
、
初
能

の
ワ
キ
が
澱
鼓

で
登
場
し
、
舞
墓
の
中
央

に
立

つ
て
開

口
文
と
稱
す
る
・祝
言
の
謠
を
朗
吟
す

る
。
こ
の
謠
は
共

の
都
度
新
作
さ
れ
る
も
の
で
あ

つ
て
、

こ
の
謠
　
9

の
朗
吟
が
終

つ
て
か
ら
初
能

が
開
始
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
略
な
く

ワ
キ
の
重

い
習
事
で
あ

つ
て
、
往
古

と
雖
竜
滅
多
に
演
奏
せ
ら
れ
な
か
つ
π
略
の
で
あ

る
。
明
治
に
な

つ
て
か
ら
で
は
、
明
治
四
十
四
年
五
月

　
日
及
び

三
日
の
兩
日
に
亙
つ
て
東
本
願
寺
に
於

い
て
催
さ
れ
授
宗
祗
遠
忌
能

の
際
に
寶
生
新
氏
に
依

つ
て
演
奏

さ
れ
カ
の
が
'



繭
尸ー　　噌

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

は
ん
か
い
こ
う

唯

　
の
記
録

で
あ

る
。

こ
の
開

口
の
式

を
模

し
た
も

の
に
傘
開

口
と

い
ぷ

の
が

あ

る
。

こ
れ

は
初
能

の

ワ
キ
の
登
場

形
式

の

】
つ
で
、

現
在

で
は

「
玉
井
」

と

「
白
樂

天
し

の
二
番

が
此

の
式

に
依

つ
て
演
ぜ
ら

れ

る
。

こ

れ
は
開

口

の

場

合

と
同
じ

く

ワ

キ
が
置
鼓

で
登

場
し
、
舞

臺
中

央
に
立

つ
て
、

サ

シ
調

の
名
宣

を
謠
ふ

も
の

で
あ

つ

て
、

こ
れ
ま

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
な
き
な
つき
わき
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　れ
い
わ
ぽ

カ

ワ

キ
の
重

い
習

事
に

な

つ
て
居

る
。

蛮
π
翕
附
初

能

の

ワ
キ

の
登
場

形
式

に
禮

脇
と
稱

せ
ら

る

＼
も

の
が
あ

る
。

こ

の
場
合

に
慈

ワ
キ
は
置
鼓

で
登

場
す

る
。

そ
し

て
舞
臺

の
常
座

で

正
面

へ
向

い
て
拜
禮

を
す

る
と
、

大
鼓

が
打
ち

出

し

て
次
第

の
囃

子

に
な

る
の
で
あ

る
。

な
ほ

以
上

の
外

に
も
重

い
習
能

に

は
ワ

キ
が
畳

鼓
で
登

場
す

る
こ
と
が
折

々
あ

る
。

　

し
ん
　
　
ら
いじ
よ

　

眞

ノ
來

序

　
こ
れ

は
帝

王

に
扮

し

距

シ
ナ
、

又
は

ワ
キ
が
墜
場

す

る
場

合

に
奏

せ
ら

る

＼
歌
重

な
囃

子

で
あ

る
。

大
鼓

ふ

敵

太
鼓
で
囃
し
・
笛
が
之
れ
を
あ
し
ら
ふ
・
こ
の
囃
子
で
登
場
し
突

物
は
・
産

縫

せ
ら
れ
た
膿

れ
て
お
ほ
み
や

立
大

宮

の
申

に
安
座

し
、

サ
・
シ
調

の
謠

を
謠

ひ
出

す
事

に
な

つ
て
居

る
。

但
し

「邯

鄲
」

の
や

う
に

一
曲

の
中

途

に

眞

ノ
來
序

が
あ

う
、

そ

の
後
が

地

の
上
歌

に
な

る
と

い
ふ
や
う

な
例
外
的

な
形
式

を
取

つ
て
屠

る
曲
竜

あ

る
。

然

し
、

こ
れ

と

て
略
眞

ノ
來
序

の
意

義

は
帝

位

に
即

い
力
廬
生

の
玉
座

に
直

る
の
を
囃

す

の
で
あ

つ
て
、

そ

の
意

味

で
は
他

の
曲

と
異

る
噛

の
で
は
な

い
。

　

な
か
い
り
ら
い
じ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ら
い
じ
よ

　
中

入
來

摩

　
略

し

て
單

に
來
序

と
も

云
ふ
。

シ
ナ

の
中

入
に
奏

せ
ら

れ
る
囃

子

の

一
種

で
あ

る
。
手

紀
う
は
厩

ノ

來
序

と
同
檬

で
、

こ
れ
も
壯

重
な
戚

ゼ

の
囃

子

で
あ

る
。

こ

の
囃
子

で
前

シ
プ
が
退
場

し

了

る
と
、
位

が

ご
變
し
、

　
　

　

　

犠
　
の
　
書
　
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扇
○
電



　
　
　
　

飽
　
の
　
欝

欒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
○
ぺ

き
や
う
げ
ん
ら
い
じ
よ

狂

醤

來
序

と

い
ふ
瓢
逸

な
戚
じ

の
囃

子

に
な

り
、

間
狂

言
が
臺
場

す

る
の

で
あ

る
。

狂
言

桑
序

で
登

場

す

る
役

は
多

　

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

な
つし
や
ら
い
じ
よ

く
末

魁

の
紳
、

叉
は
其
れ

に
類
す

る
も

の

(
例

へ
は
仙
入

な
ど
)
.で
あ

る
所

か
ら
、

こ
れ

を

一
名
末

祉

來
序
と

も
云

ム
。

　

は
や
つ
セみ

　

早

鼓

　
こ
れ
竜

シ
テ

(
又
は

ワ
キ
)

の
中

入
に
奏

せ
ら

れ

る
囃
子

の

}
種

で
あ

る
。

大
鼓

と
小
鼓
と

で
囃

し
、
笛

の
ア

シ
ラ

ヒ
は
な

い
。

察
序

と
違

つ
て
爽
快

な
囃
子

で
あ

る
。

來
序

で
退
場

す

る
入

物
は
紳
靈
、

叉
は
其

れ
に
類
す

る
超

現
實
的

な
存
在

の
化
身

で
あ

る

の
に
對

し
、

早
鼓

で
退
場

す

る
入
物

は
原
則

と
し

て
現
實

の
入

間

で
あ

る
。

な

ほ

こ

の
囃
子

で

シ
プ
な
6

ソ

キ
な

6
が
退
場

す

る
と
、

そ

の
場

に
層
合

せ

力
役

者
が
全
部

こ
れ

に
續

い

て
退
揚

し

て

し

裳

ふ

こ
と

が
特
色

で
あ

る
。

從

つ
て
早
鼓
中

入

の
曲

は
完
全

な

二
幕
物

と
見

て
よ

い
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
囃

子
で

前

場

の
入
物

が
悉

く
退
揚
し

了

る
ど
、

囃
子

の
位
が

ガ

ラ
ソ
と
變

つ
て
急

調

に
な
う
、

間
狂

言

(早
打

の
類
)

が
登

場

す

る

の
で
あ

る
。

　
で
　
は

　

出

端

　
後
場

に
、於

け

る

シ
ブ
、

又
は

ツ

レ
の
登

場
に
奏

せ
ら

れ

る
囃
子

の

『
種

で
あ

つ
て
、
大
鼓

・
小
鼓

へ
太
鼓

　

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

た
い
し
　
い
つ
せ
い

で
囃

し
、

笛
が
之

れ
を
あ

し
ら

ふ
。

往
古

は
之
れ

を
太
鼓

一
聲

と
慈

云

つ
カ
。
太

鼓
が

入

る
だ

け
に
普

逋

の

}
聲

よ

う

竜

更

に

ノ
リ
の
良

い
囃

子

で
あ

る
。

こ
の
出

端

の
囃

子

で
登

揚
す

る
入
物

は
色

々
あ

る
が
、

主

に
男

紳

(例

「
高

砂
」
)

・
女
禪

(
例

「
右
近
」
),
・
天
女

(
例

「道

明
寺
」

ツ

レ
)
・
龍

女

(例

「
海

士
」)
・
摯
衆

(例

「當

痲
」
)
　
・
公

家

(
例

「
融
」
)

な

ど
で
あ

る
。

そ

の
外

、
武
將

の
亡
靈

(例
「
實

盛
」
)
・
草

木

の
精

(
例
「
遊
行

柳
」
)

な
ど

の
登
場

に

G

・厂警
㌻



丶

も
奏
せ
ら
れ
る
熨
　

ご
　

ー

、
　

　

　

;

　

　

さ
が
　

ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

けしド

　
　

下
り
端

こ
れ
養

揚
蟇

け
る
セ
グ
.

又
は

ッ
レ
の
霧

に
奪

ら
れ
る
攣

の

蒲

で
あ
る
・
こ
れ
は
集

主
に
次
わ
、
大
鼓

.
小
鼓

.
太
鼓
が
之
れ
絹

す

る
。

ノ
揚

良

い
、
陽
氣
な
攣

で
あ

る
ご

あ

下
ソ
端

の
撃

で
霧

す
る
入
物
に
は
繋

(例

噛颪

些

ッ
レ
)
・
委

衝

、吉

獎

入
L
)
・
仙
女

(
掣

西
毒

」
)

・
籔

(
例
癧

々
し
)
な
ど
が
あ

る
。
ゆ
、
毳

に
嬉

踊
の
地
と
し
斎

ゐ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
』

國
栖

あ

委

の
舞

　

が
共
れ
で
あ

る
。

護

こ
れ
養

場
に
於
け
る
シ
ナ
、
磐

レ
の
欝

奪

ら
れ
る
撃

の

奪

あ
つ
て
・
や

は
り
笛
が

童
に
誉

、
大
鼓

.
小
鼓

.
叢

が
之
れ
に
和
す
る
・
娉

て
嬲

的
苓

ズ
ム
を
持
つ
爺

快
な
攣

で
あ
る
・

書

し
て
灘

(例
「竹
生
島
」菱

巽

れ
に
類
す
る
勇
裝

轟

讐

例

賀
膵

颪

山
L)
患

(例

　安

逹

愿

)

怨
靈

(
例

・,,船

辨
慶
」
)

な
ど

の
登

場

に
奏

せ
ら

れ

る
・

　

　

む
ほ
べ
し

　
　
纛

.、
繋

霧

卜柄於
け
る
シ
いア
鍵

だ

奪

ら
れ
る
肇

の

繍

で
あ
つ
て
・
や
ぱ
禽

が
書

な
う
・

大
鼓

.
小
鼓

、
嚢

が
之
れ
ト底
和
す
る
.
梦

豪

裝

、
そ
し
畫

々
し
い
攣

で
あ
つ
て
蓴

臭

狗
物
の
後

シ
一7
の
霧

、絹

ゐ
ら
れ
る
。
天
霧

の
外
で
は
、

宝

逃

の
龕

王
、
「
白
奮

の
魑

大
臣
試

篝

」

の
黄

,
石

公

な

ど
が
、

こ

の
大
癒

の
囃

子
で
登
揚

す

る
・

璞

潅

響

舞
)
の
前
奏
曲
雲

ふ
べ
桑

で
あ
つ
.て
・
大
鼓

●
小
鼓

●
太
鼓
蕣

し
・
笛
が
之

　

　

　

　

　

臨
　
　
ゆ
　
　
匿
　
　甦

　

　

　

　

　

耀
彊　
　　
蠡　
　
　』刀　
　
　心彊

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
〇
九



　
　
　
　

齲
脚

の

音
冖
樂

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
噂
鴫
Q

れ
を
あ
し
ら
ふ
。
極

め
て
豪
宕
な
も
の
で
、

こ
の
囃
子
を
聞

い
π
讐
け
で
、
今

に
慈
獅
子
が
狂

砿
出
て
來
さ
う
な
豫

威
を
與

へ
ら
れ
る
。

こ
の
囃
子
の
終
り
方
に
幕
を
揚
げ

て
獅
子
が
颯
爽
と
し
て
現
れ
、
橋
掛
の

剛
ノ
松
で

一
ト
狂
ひ

し
、
そ
れ
か
ち
大
小
太
鼓

の
總
涜

シ
に
乘

つ
て
舞
臺

へ
走
6
入
う
、

正
先
か
ら
大
小
前

へ
退
つ
て
下
に
居
る
と
、
太

　
　

かし
ら

鼓
の
頭
が
あ

つ
て
、
直
ち
に
獅
子

(舞
)
に
な
る
の
で
あ
る
、
斯
樣
に
亂
序
と
獅
子
と
は
連
續
し
疫
も

の
で
あ
る
か

ら
、
亂
序

の
あ

る
の
は
獅
子
の
あ

る
曲
、
即
ち

「
石
橋
」
・
「
望
月
」
及
び
金
剛
流
の

「
内
外
詣
娠

の
三
番

に
限
ら
れ

る
わ
け
で
あ

る
。

な
ほ
觀
世
流

の

「
小
鍛
冶
」
に
黒
頭
別
習

の
小
書

の
附

い
允
揚
合
に
は
、
後

シ
ブ
が
亂
序
で
登
場

す

る
が
、

こ
れ
は
例
外
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　
イ

ロ
へ
　
こ
れ
も
後
場
に
於
け
る
シ
プ
、
叉
は

ツ
レ
の
登
場

に
奏
せ
ら

れ
る
囃
子
の

一
種
で
あ

る
が
、
其

の
用
例

は
極

め
て
少
く
、　

「
道
明
寺
」

(觀
世
流
)
・
「
舍
利
」

の
後

シ
ナ
、
「
臼
鬚
」

の
後

ソ
レ

(
天
女
)

の
登
場
に
用

ゐ
ら

れ
、る
位
の
も
の
で
あ

る
。

い
つ
れ
も
大
鼓

・
小
鼓

・
太
鼓

で
囃
し
、
笛
が
之
れ
を
あ
し
ら
ふ
。

　
早
笛
(太
鼓
ナ

シ
)
　
普
逋

の
早
笛

は
前
に
述
べ
カ
や
う
に
太
鼓
入
り
で
あ

る
が
、
稀

に
太
鼓
ナ

シ
の
早
笛
が
あ
る
.

用
途
は
普
逋

の
早
笛
と
は

マ
ル
で
異

つ
て
居
わ
、

こ
れ
は
專
ら
直
面
物

の
後

シ
プ
の
発
場
に
用

ゐ
ら
れ
る
。
例

へ
ば

「
鉢
木
」
・
「
夜
討
曾
我
」

の
如
き
曲
に
用
ゐ
ら
れ
て
居

る
。

　
あ
し
ら
ひ

　
會
釋
　
こ
れ
は
大
鼓
と
小
鼓
と
で
奏
す

る
極

め
て
閑
か
な
囃
子
で
あ

つ
て
、
主
に
女
性

の
シ
テ
、
叉
は
ツ
レ
の
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
し
ら
ひだ
し

場
及
び
退
場

(
中
入
)

の
際
に
奏
せ
ら
れ
る
。
こ
の
囃
子
で
登
揚
す
る
形
式
を
會
釋
出
と
云
ひ
、
.ま
カ
こ
の
囃
子
で



ベ
ギ

　
　

　
　
　

　
　

あ
し
ら
ひ
こ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ

暹
揚

す

る
形
式

を
會

釋
込

と
云

ふ
。

會
釋
幽

で
登

場
す

る
入
物

は

「
熊
野
」

「
砧
」
「
大
原
御
幸

」
「
草

子
洗
小
町
」

の

シ

ブ
の
や
う

な
現
實

の
女
性

が
多

い
が
、
中

に

は

「
巴
し
「、夕
顔
U

の
前

シ
ナ
、

「
松
山
鏡

」

の

ツ

レ
の
や

う
に
幽

靈

で

あ

る
場
合

竜
あ

る
。

ま
π
稀

に

は

「蟻

逋
」

の

シ
プ
や

「金

札
」

の
前

シ
ナ

の
や
う

に
年
老

い
力

宮
入

で
あ

る

場
合

も
あ

る
が
、

い
つ
れ

も
物
靜

か
な

晶

の
よ

い
入
體

で
あ

る
點
が

共
逋

し
て
居

る
。

尤

も
例

外

は
な

き

に
し
も
あ

ち
ず

で
、　

「
大
江

山
」

の
後

ワ

キ

(頼

光
)

が
大
勢

の
從
者

を

つ
れ

て
會

釋

の
囃
子

で
出

て
來

る
が
如

き

は
其

の
尤

な

る
も

の
で
あ

る
が
、

こ
ん
な
例

は
極

め

て
稀

で
あ

る
。

こ
れ
に
對

し

て
、
會

釋
込

は
女
性

を
主
人

公

に
し

力
現
在

物

(
主

に
四
番

目
物

)

の
中

入
に
用

ゐ
ら

れ

る
の
み

で
、

こ
れ
に

は
例

外

と
見

る
べ
き

も

の
、が
な

い
様

で
あ

る
。

　

ぢ
の
ぎ
　
あ
し
ら
ひ

　

物

着
會
釋

　

シ
テ
が
舞

藁

で
衣
裳

を
着

け

る
こ
と

を
物
着

と

云
ふ
。

こ

の
物
着

の
問

に
奏

す

る
囃
子

を
物

着
會
釋

と

云
ふ

の
で
あ

る
。

や

は
わ
火

鼓
と

小
鼓

と
で
囃

し
、

笛

が

ア

シ
ラ

ヒ
を
吹
く
。

こ
の
物

着

の
中

で

「
眞

ノ
物
着
し

と

し

イし
特

に
重
.ん
ぜ
ら

れ

る

の
が

「
松
風
し

と

「富

士
太

鼓
し

で
あ

る
。

普
逋

の
物
着

は
夭
抵

シ
プ
が

後

見
座

ヘ
ク

ッ

ロ
い
で
、

其
處

で
衣
裳

を
着
け

る
。

所

が

「
松
風
」
噂
と

「
富

士
太
鼓
」

の
二
番

に
限

つ
て

シ
テ
は
後

見
座

ヘ
ク

ッ

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

ン

ロ
が

な

い
で
、
大

小
前

に
下

に
居

て
、

正
面

を
向

い
力
凌

＼
で
物
着

を

す

る
の
で
あ

る
。

從

つ
て
物
着

を
さ

せ

る
後

見

も

非
常

に
大
役

で
あ

う
、

こ
れ

を
囃

す
囃

子
方

も
普

逋

の
物
潜

よ
う
竜

一
厨
愼

重

に
演
奏
す

る
こ
と

に
な

る
。

こ

の

二
番

を
特

に

「
眞

ノ
物
着
」

と
稱

し

て
重

ん
ず

る
所

以
は
此
處

に
あ

る
の
で
あ

る
。

　

あ

ゆ

み
會
釋

　

シ
テ
が
橋

掛

か
ら

舞
鏖

へ
入

る
時

に
囃

す
倉

釋

の
囃

子

で
あ

る
。
例

へ
ば
、

初
能

物

の

}
セ
ィ

ニ

　
　

　
　

能
　
の
　
書

樂
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

一
二

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

謬
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騰甥

孝

『

　

　
　
　
　

　
　
　
　

た　
ぬ　
や　
　
　
　
　
　
な

句

の
後

に
は
必
ず

こ

の
あ

ゆ
み
會

釋

が

入

つ
て
サ

シ
に
な

る
。

即

ち
、
眞

ノ

「
聲

の
囃

子
で
登
場

し

疫

シ
テ
と

ツ

レ

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
へ　　う　　へ

と

は
僑

掛

の
所
定

の
位
置

に
止

つ
イし
一
セ
ィ

ニ
句

を
謠

ふ
。

そ
し

!し
大
小
鼓

の
蠍

す
あ

ゆ
み
僉

釋

の
囃
子

で
舞

鏖

へ

入

う
、

所
定

の
位
澱

に
止

つ
ノし
、

次

の
サ

シ
を
謠

猷
出
す

の
で
あ

る
。

初
能

物

で
な
く

て
略
、

橋

掛

で

一
セ
ィ

ニ
句

　

　
　

ら

を

謠

ひ
、

舞
毫

へ
入

つ
て
サ

シ
を
謠

ふ
曲

は
、

み
な

こ

の
形
式

を
取

る
。
例

へ
ば
、
「
屋
島
」

「
松
風

」

な

ど
が
さ

う

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

め　
　へ

で

あ

る
。

以
上

は
何

れ
も
あ

ゆ
み
會
釋

の
終

う
に

オ

キ
と

云
ふ
手

が
あ

う
、

そ

れ
を
聞

い
て
サ

シ
を

謠

ひ
出

す

の
で

あ

る
が
、

あ

ゆ
み
會

釋

の
終
蔭

に
打
切
が
あ

つ
/し
次
第

の
謠

に
續

く
例
が
あ

る
。
「
葵

上
」

「
當
痲
」

な

ど
が
さ

う
で

あ

る
。
　
「
松
風
」

も
下
懸

三
流

で
は
此

の
形
式

を
取

つ
て
居

る
。

　

ぐ
る
ま
だ
し
あ
し
ら
ひ

.

車

出
會

釋
　

こ
れ

は

「熊

野
」

の
二
同

の
初

句
、
即

ち

「
牛
飼

車
寄

せ
よ

と

て
」

の
後

へ
入

る
特

殊

の
會
釋
囃

子

で
あ

る
。

こ

の
囃

マ∵
の
問

に

「
い
か
に
誰

か
あ

る
」

「
御
前

に
砧
に

「東

山

の
方

く、
車

を

立
て
"

へ
し

「
畏

つ
て
"
」

と

云
ふ

ワ

キ

(
宗
盛

)

と

ワ
キ

ツ

レ

(
從
者
)

の
對
話

が
あ

6
、

そ
れ
が

す

む
と
、
後

見

が
揚

幕

か
ら

牛
車

の
作
う

物

を
持

ち
出
し
、
舞

臺

の
常
座

先

へ
据
え

る

の
で
あ

ヅ○
。

　

う
ち
か
け

　

打
掛

　

ク
ソ

の
前

に
入

る
問

の
手

で
あ

る
。

大
黄

と
小
鼓

で
囃
し
、

笛

の

ア

シ
ラ

ヒ
が
あ

る
。

こ

の
間

の
手

の
す

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　

し
ん

む

の
を
待

つ
て
ク
ソ
を
謠

ぴ
臨揖
す

こ
と

を

「
打
掛

キ
ク
」

と

云
ひ
、

然

ら
ざ

る
を

「打

…掛
キ

カ
ズ
」

と

云
ふ
。
旨
無
ノ

わ
な
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
さ
ん
げ
ん
め
　
る
の

初

能

の

ク
ソ

の
前

に
は

必
ず
打

掛
が

あ
り
、

こ
れ

を
聞

い
て

ク
リ
を
謠

ぴ
出

す
こ
と

に
な

つ
て
居

る
。

本
三
番

目
物

竜

打

掛
を
聞

い
て
ク
リ
を
謠

ひ
出
す

の
が
原

刷

で
あ

る
が
、
　

〔
胡
蝶
し

と

か

「
六
浦
」

と

か
云
ふ
ゐ
、
う
な
輕

い
曲
は

　

　
　
　
　
鶴
　
の
　
霤
　
繰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　晋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

踊
ご
蠹



撃

　
　
　
　

能
　
の
　
眷
　
樂
、　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畦
輔
殴

打
掛
を
聞
か
ず
に
ク
ソ
を
謠
ひ
出
す
こ
と
に
な
つ
て
居

る
、
食
尢
初
能

∴
こ
番
目
以
外

の
曲
で
も
、
　
「
當
飜
」
と
か
、

「
石
橋
」
と
か
云
ふ
や
う
な
重

い
曲
は
打
掛
を
聞
く
こ
と
に
な

つ
て
居

る
。
ま
妥
李
素
は
打
掛
を
聞
か
澱
曲
で
懲
、

小
書

の
附

い
力
場
合
に
は
打
掛
を
聞
く
。
例

へ
ば

「
轂
生
石
」
は
夲
素
は
打
掛
を
聞
か
瀰
が
、
自
頭

の
小
書
が
附

い

允
場
合
に
は
打
掛
を
聞

い
て
ク
リ
を
謠
ひ
出
す
こ
と
に
な
つ
て
居

る
。

♂

険.

鏘


