
浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
　
(
ウ
タ
イ
)
考

-
　
近
松
作
品
に
お
け
る
謡
曲
関
係
文
字
譜
と
作
者
･
作
曲
者
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

江
戸
時
代
前
期
の
仮
名
草
子
作
家
･
浅
井
了
意
は
､
浄
瑠
璃
太
夫
の
操
号
受

領
が
相
次
ぐ
明
暦
期
の
上
方
浄
瑠
璃
界
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

め
ん
く
受
領
し
て
｡
が
た
ら
つ
-
中
に
｡
喜
太
夫
と
い
ふ
も
の
上
総
の

接
に
な
り
て
｡
太
平
記
を
か
た
る
｡
そ
の
曲
節
｡
平
家
と
も
舞
と
も
謡
と

(
-
)

も
し
れ
ぬ
島
者
な
り
　
(
『
東
海
道
名
所
記
』
万
治
元
(
一
六
五
八
)
年
)

｢
平
家
と
も
舞
と
も
謡
と
も
し
れ
ぬ
島
者
｣
と
評
さ
れ
た
当
時
の
浄
瑠
璃
は
､

社
会
風
俗
に
敏
感
だ
っ
た
浅
井
了
意
に
､
ま
だ
得
体
の
知
れ
な
い
新
興
芸
能
と

し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
｡
竹
本
義
太
夫
が
竹
本

座
を
創
設
す
る
､
た
っ
た
三
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
､
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
平
家
(
平
曲
)
､
幸
若
舞
曲
､

謡
曲
は
､
発
生
か
ら
時
を
経
て
､
こ
の
頃
に
は
既
に
古
典
化
の
道
を
歩
ん
で
い

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
　
(
ウ
タ
イ
)
考

田
芋
川
　
み
ず
き

た
｡
後
発
の
浄
瑠
璃
は
､
先
行
芸
能
と
は
異
な
る
新
た
な
音
曲
を
模
索
し
っ
つ

も
､
人
々
に
親
し
ま
れ
た
そ
れ
ら
の
節
を
､
(
平
家
)
　
(
舞
)
　
(
請
)
と
い
う
節

譜
名
に
託
し
て
浄
瑠
璃
中
に
取
り
込
ん
で
ゆ
く
｡

中
で
も
謡
曲
は
､
義
太
夫
節
発
生
期
と
時
を
同
じ
-
し
て
流
行
し
､
市
井
の

人
々
に
ま
で
そ
の
享
受
層
を
広
げ
て
お
り
､
義
太
夫
節
に
深
い
影
響
を
与
え
た
｡

さ
ら
に
､
最
後
の
古
浄
瑠
璃
太
夫
と
称
さ
れ
､
竹
本
義
太
夫
も
そ
の
ワ
キ
語
り

を
勤
め
た
と
さ
れ
る
宇
治
加
賀
接
が
謡
曲
を
重
く
用
い
た
こ
と
も
､
そ
の
後
の

義
太
夫
節
に
お
け
る
謡
曲
関
係
節
譜
の
多
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

B
爪

加
賀
按
の
芸
論
『
竹
子
集
』
序
文
中
に
は
､
浄
瑠
璃
の
一
部
に
､
他
の
芸
能
か

ら
摂
取
し
た
節
を
あ
て
こ
む
場
合
の
注
意
点
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

浄
る
り
の
中
へ
外
の
音
曲
入
る
と
て
も
｡
そ
れ
へ
う
つ
る
所
｡
又
そ
れ
よ

り
浄
る
り
へ
う
つ
る
音
｡
木
に
た
け
を
つ
ぎ
た
る
や
う
に
て
は
せ
ん
な
し
｡

と
か
く
う
つ
り
を
よ
-
　
-
　
稽
古
有
べ
し

こ
う
い
っ
た
注
意
書
き
が
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
､
謡
を
好
ん
だ
加
賀
按
の

七
五



正
本
に
'
謡
曲
関
係
節
譜
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
特
に
､

1
曲
中
の
聞
か
せ
ど
こ
ろ
と
な
る
よ
う
な
箇
所
に
謡
曲
か
ら
の
節
を
取
り
入
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
､
加
賀
接
に
と
っ
て
　
｢
う
つ
り
｣
　
の
良
し
悪
L
は
､

重
要
な
問
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

加
賀
操
の
謡
曲
趣
味
は
､
前
掲
の
　
『
竹
子
集
』
序
文
の
､
｢
浄
る
り
に
師
匠

な
し
｡
只
謡
を
親
と
心
得
べ
し
｣
と
の
書
き
出
し
で
よ
-
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
当
時
､
独
立
し
て
竹
本
座
を
興
し
､
加
賀
按
と
強
い
ラ
イ
バ
ル
関
係
に

あ
っ
た
義
太
夫
は
こ
れ
に
反
発
し
､
｢
む
か
し
の
名
人
の
浄
る
り
を
父
母
と
し

て
｡
謡
舞
等
ハ
や
し
な
ひ
親
と
定
め
侍
る
｡
し
か
し
親
の
心
子
し
ら
ず
｡
｣

:ゥ:

(
〔
貞
享
四
年
義
太
夫
段
物
集
〕
)
と
記
し
た
｡
し
か
し
そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
'
義

太
夫
は
加
賀
按
に
負
け
ず
劣
ら
ず
､
謡
曲
関
係
の
節
付
を
自
ら
の
語
り
物
に
採

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
を
統
計
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
好
資
料
が
､
山
根
馬
雄
編

:o:

『
｢
近
松
全
集
｣
文
字
譜
索
引
』
　
で
あ
る
｡
筆
者
は
以
前
､
近
松
門
左
衛
門
と
加

賀
按
そ
れ
ぞ
れ
の
道
成
寺
物
､
す
な
わ
ち
､
能
｢
道
成
寺
｣
を
題
材
と
し
た
浄

瑠
璃
作
品
を
比
較
分
析
し
､
同
じ
｢
道
成
寺
｣
か
ら
で
も
､
加
賀
操
は
上
掛
り

系
､
近
松
は
下
掛
り
系
の
謡
曲
本
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(
拙
稿
｢
近
松
と
加
賀
操
の
｢
道
成
寺
｣
-
浄
瑠
璃
作
者
が
引
用
し
た
謡
曲
本
文
の
系
統
を

'IBS.

め
ぐ
っ
て
｣
)
｡
こ
の
よ
う
に
'
浄
瑠
璃
に
引
用
さ
れ
た
謡
曲
本
文
の
系
統
を
調

査
す
る
こ
と
で
､
作
者
問
題
に
何
ら
か
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
こ
と
か
ら
､
筆
者
は
次
に
､
謡
曲
本
文
の
引
用
箇
所
を
知
る

r
a

l
方
法
と
し
て
､
『
｢
近
松
全
集
｣
文
字
譜
索
引
』
　
に
拠
り
､
『
近
松
全
集
』
中

七
六

の
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
記
譜
箇
所
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
試
み
た
｡

･

p

p

l

『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
』
を
活
用
し
､
謡
曲
関
係
文
字
譜
が
付
さ
れ
た
浄

瑠
璃
詞
章
が
'
特
定
の
謡
曲
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
調
査
す

る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
た
と
え
近
松
が
謡
曲
詞
章
を
作
品
中
に
多
-
引
用
し
て
も
､

そ
れ
に
謡
曲
関
係
の
節
付
を
す
る
か
ど
う
か
は
､
太
夫
の
考
え
方
や
謡
曲
に
関

す
る
知
識
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
う
い
っ
た
意

味
で
右
の
方
法
は
､
謡
曲
詞
章
引
用
箇
所
の
特
定
の
た
め
に
は
万
全
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
､
調
査
に
伴
っ
て
作
成
し
た
一
覧
表
は
､
近
松
作
品
を
語
っ
た

太
夫
た
ち
の
､
謡
曲
関
係
文
字
譜
使
用
の
回
数
や
用
い
方
が
明
ら
か
に
な
る
点

で
非
常
に
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
｡

浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
の
近
松
は
､
宇
治
加
賀
操
､
竹
本
義
太
夫
､
そ
し
て
義

太
夫
没
後
の
新
世
代
の
太
夫
と
い
っ
た
､
複
数
の
太
夫
た
ち
に
作
品
を
提
供
し

て
い
る
｡
た
だ
し
実
際
の
上
演
に
際
し
て
､
そ
の
作
品
に
節
を
付
け
る
作
曲
者

は
､
近
松
で
は
な
く
常
に
そ
の
太
夫
た
ち
で
あ
っ
た
｡
横
道
寓
里
雄
氏
は
､
原

則
と
し
て
作
者
と
作
曲
者
が
同
一
で
あ
る
能
に
つ
い
て
､
｢
作
詞
の
段
階
で
､

作
者
が
作
曲
を
頭
に
お
き
な
が
ら
書
き
つ
づ
っ
て
い
る
｣
と
し
､
能
作
者
に
よ

o

る
作
曲
方
法
の
特
色
を
示
さ
れ
て
い
る
　
(
｢
能
本
の
概
観
｣
)
　
が
､
作
者
と
作
曲

者
が
異
な
る
浄
瑠
璃
で
は
､
そ
う
い
っ
た
研
究
手
法
を
取
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
浄
瑠
璃
作
品
の
本
文
と
節
付
の
間
に
横
た
わ
る
あ
る
種
の

溝
は
､
作
者
問
題
と
は
ま
た
異
な
る
､
新
た
な
解
釈
を
窟
し
て
-
れ
る
も
の
だ

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡



本
稿
で
は
､
『
｢
近
松
全
集
｣
文
字
譜
索
引
』
を
手
掛
か
り
に
近
松
作
品
中
の

謡
曲
関
係
記
譜
箇
所
を
時
代
毎
に
分
析
す
る
こ
と
で
､
浄
瑠
璃
と
い
う
新
し
い

芸
能
ジ
ャ
ン
ル
の
作
者
と
作
曲
者
が
'
優
れ
た
先
行
芸
能
と
し
て
影
響
を
受
け

た
謡
曲
を
､
ど
の
よ
う
に
捉
え
､
活
か
し
て
い
っ
た
の
か
を
探
り
た
い
｡

①②③④

【
デ
ー
タ
項
目
】

番
号

浄
瑠
璃
作
品
名

作
品
名
よ
み

痩

l
四
種

浄
瑠
璃
作
品
の
通
し
番
号
｡

*

『
｢
近
松
全
集
｣
文
字
譜
索
引
』
　
は
､
｢
近
松
全
集
｣
　
の
浄
瑠
璃
編
一
四
巻

(
第
一
七
巻
中
の
補
遺
一
篇
を
含
む
)
　
が
収
め
る
浄
瑠
璃
作
品
一
二
二
篇
を
対

象
に
し
た
､
い
わ
ゆ
る
文
字
譜
の
索
引
で
あ
る
｡
先
に
記
し
た
通
り
､
筆
者
は

こ
の
中
か
ら
'
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
記
譜
箇
所
を
確
認
し
て
デ
ー
タ
を
採
取
し
､

｢
『
近
松
全
集
』
謡
曲
関
係
節
付
箇
所
一
覧
｣
を
作
成
し
た
｡
デ
ー
タ
を
採
取
し

た
謡
曲
関
係
文
字
譜
､
お
よ
び
項
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

⑤
　
太
夫

⑥
　
上
演
年

⑦
　
西
暦

⑧
　
月

⑨
　
譜
名

⑬
　
譜
名
よ
み

⑪
　
謡
曲
名

宇
治
座
･
竹
本
座
の
別
｡

座
を
代
表
す
る
太
夫
名
｡

謡
曲
関
係
文
字
譜
名
｡

【
謡
曲
関
係
文
字
譜
】
三
十
五
種

う
た
ひ
か
～
り
/
う
た
ひ
き
ん
/
り
タ
イ
/
り
タ
イ
ウ
/
り
タ
イ
カ
､
リ

/
り
タ
イ
サ
シ
/
り
タ
イ
ノ
ッ
ト
/
り
タ
イ
ハ
ル
/
り
タ
イ
詞
/
り
タ
イ

中
/
り
タ
ヒ
/
り
タ
ヒ
ク
セ
/
り
タ
ヒ
地
/
下
歌
/
次
第
/
序
う
た
ひ
ク

セ
/
上
歌
/
憩
地
謡
/
謡
/
謡
り
/
謡
カ
＼
-
/
謡
キ
ン
/
謡
ク
セ
/
請

ク
ル
/
謡
サ
シ
カ
､
リ
/
謡
ハ
ル
/
謡
フ
シ
/
謡
一
セ
イ
/
謡
下
/
謡
詞

/
謡
次
第
/
謡
地
/
謡
中
/
謡
中
り
/
謡
同
音

⑨
が
記
譜
さ
れ
た
箇
所
の
詞
章
か
ら
､
特
定
の
謡
曲

の
当
て
込
み
を
推
定
で
き
る
場
合
の
曲
名
｡
該
当
す

る
曲
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
､
｢
?
｣
　
を
記
入
し

蝣

i

d

"

⑫
　
謡
曲
名
よ
み

⑬
　
浄
瑠
璃
詞
章
　
⑨
が
記
譜
さ
れ
た
箇
所
の
詞
章
を
一
部
抜
粋
｡

⑭
　
備
考

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
　
(
り
タ
イ
)
考

次
節
か
ら
は
､
存
疑
作
を
含
む
近
松
作
品
一
二
二
篇
を
､
Ⅰ
加
賀
按
･
義
太

夫
競
合
期
､
Ⅱ
竹
本
座
独
走
期
'
Ⅲ
義
太
夫
没
後
の
新
世
代
期
の
三
期
に
分
け

て
考
察
を
行
う
｡
紙
数
の
関
係
上
､
表
の
全
体
像
を
掲
出
す
る
こ
と
は
不
可
能

七
七



な
た
め
､
原
則
と
し
て
､

A
　
年
代

B
　
作
品
数
(
太
夫
毎
の
内
訳
)

C
　
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
種
類

D
　
関
連
謡
曲
の
種
類

に
つ
い
て
各
節
の
冒
頭
に
記
し
､
分
析
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
｡

Ⅰ
加
賀
按
･
義
太
夫
競
合
期

『
近
松
全
集
』
　
に
は
､
近
松
作
で
あ
る
外
部
徴
証
が
得
ら
れ
な
い
な
ど
の
､

･

u

･

＼

い
わ
ゆ
る
近
松
存
疑
作
が
l
三
作
収
め
ら
れ
て
い
る
.
こ
の
1
三
作
を
､
存
疑

作
で
あ
る
こ
と
に
拘
ら
ず
､
1
　
二
二
作
品
の
中
で
年
代
順
に
並
べ
た
場
合
､
1

三
作
中
一
〇
作
ま
で
が
､
こ
こ
で
扱
う
加
賀
操
義
太
夫
競
合
期
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
｡

『
近
松
全
集
』
が
､
最
も
古
い
近
松
存
疑
作
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
､
延

宝
五
年
の
　
｢
天
狗
の
内
裏
｣
　
で
あ
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
そ
れ
以
前
に
も
近
松
の

関
与
が
疑
わ
れ
て
い
る
作
品
は
存
在
す
る
が
､
『
近
松
全
集
』
　
で
は
､
よ
り
慎

重
な
編
集
態
度
を
取
っ
て
存
疑
作
を
絞
込
ん
で
い
る
｡
従
っ
て
'
本
節
で
加
賀

按
･
義
太
夫
競
合
期
と
す
る
の
は
､
｢
天
狗
の
内
裏
｣
刊
行
の
延
宝
五
　
(
一
六

七
七
)
年
か
ら
'
近
松
が
竹
本
座
の
座
付
き
作
者
と
な
る
直
前
､
大
当
た
り
を

と
っ
た
　
｢
曽
根
崎
心
中
｣
初
演
の
元
禄
l
六
　
(
1
七
〇
三
)
年
ま
で
と
し
た
い
｡

七
八

A
　
延
宝
五
　
(
一
六
七
七
)
年
～
元
禄
一
六
　
(
一
七
〇
三
)
年
の
二
六
年

間

B
　
三
八
作
(
加
賀
操
一
一
作
･
義
太
夫
二
七
作
)

天
狗
の
内
裏
/
他
力
本
願
記
/
世
継
曽
我
/
以
呂
波
物
語
/
出
世
景

清
/
三
世
相
/
佐
々
木
先
陣
/
薩
摩
守
忠
度
/
千
載
集
/
主
馬
判
官

盛
久
/
盛
久
/
今
川
了
俊
/
日
親
聖
人
徳
行
記
/
大
原
問
答
/
大
原

問
答
　
〔
念
仏
往
生
記
〕
/
津
戸
三
郎
/
烏
帽
子
折
/
大
覚
大
僧
正
御

伝
記
　
〔
女
人
即
身
成
仏
記
〕
/
悦
賀
楽
平
太
/
天
智
天
皇
/
豊
年
秋

の
田
/
融
の
大
臣
/
せ
み
丸
/
文
武
五
人
男
/
大
磯
虎
物
語
/
吉
野

忠
信
/
猫
魔
達
/
十
二
段
/
曽
我
七
以
呂
波
/
本
朝
用
文
章
/
最
明

寺
殿
百
人
上
膿
/
南
大
門
秋
彼
岸
/
日
本
西
王
母
/
曽
我
五
人
兄
弟

CS)

/
団
扇
曽
我
/
百
日
曽
我
/
天
鼓
　
〔
丹
州
千
年
狐
〕
/
曽
根
崎
心
中

C
　
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
種
類
　
二
七
種

う
た
ひ
か
ゝ
り
/
う
た
ひ
き
ん
/
り
タ
イ
/
り
タ
イ
サ
シ
/
り
タ
イ

ハ
ル
/
り
タ
イ
中
/
り
タ
ヒ
/
り
タ
ヒ
ク
セ
/
り
タ
ヒ
地
/
下
歌
/

次
第
/
序
う
た
ひ
ク
セ
/
上
歌
/
憩
地
謡
/
謡
/
謡
り
/
謡
カ
､
-

/
謡
ク
セ
/
謡
ク
ル
/
謡
サ
シ
カ
､
リ
/
謡
ハ
ル
/
謡
一
セ
イ
/
謡

下
/
謡
詞
/
謡
次
第
/
謡
中
/
謡
中
ウ

D
　
関
連
謡
曲
の
種
類
　
四
六
種

葵
上
/
芦
刈
/
敦
盛
/
蟻
通
/
鵜
飼
/
[
采
女
]
/
采
女
と
天
鼓
/
江

口
/
景
清
/
花
月
/
兼
平
/
通
小
町
/
耶
邸
/
清
経
/
鞍
馬
天
狗
/

実
盛
/
狸
々
/
関
寺
小
町
/
蝉
丸
/
千
手
/
卒
都
婆
小
町
/
高
砂
/



忠
度
/
玉
宴
/
(
玉
髪
)
/
田
村
/
張
良
/
東
北
/
融
/
(
羽
衣
)
/
鉢

木
/
(
鉢
木
)
/
班
女
/
班
女
と
融
/
百
万
/
富
士
太
鼓
/
藤
戸
/
船

弁
慶
/
松
風
/
三
井
寺
/
三
輪
/
紅
葉
待
/
盛
久
/
屋
島
/
[
熊
野
]

/
楊
貴
妃
/
頼
政
/
羅
生
門

D
の
関
連
謡
曲
の
種
類
に
お
い
て
は
､
浄
瑠
璃
の
該
当
箇
所
に
謡
曲
詞
章
の

は
っ
き
り
し
た
引
用
は
な
-
と
も
､
謡
曲
名
そ
の
も
の
が
登
場
し
､
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
に
特
定
の
曲
の
存
在
を
L
<
め
か
す
も
の
を
　
[
　
]
　
付
で
､
ま
た
謡
曲

の
き
わ
め
て
印
象
的
な
語
句
､
言
い
回
し
が
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
､
前

後
の
詞
章
か
ら
そ
の
曲
名
が
推
定
で
き
る
も
の
を
　
(
　
)
付
で
示
し
た
｡
例
え

ば
義
太
夫
正
本
　
｢
今
川
了
俊
｣
　
(
貞
享
二
年
)
　
に
み
ら
れ
る
文
字
譜
(
り
タ

イ
)
　
記
譜
箇
所
､
｢
ゆ
や
の
ま
へ
｡
は
～
の
い
た
は
り
身
に
か
へ
て
｡
花
を
見

す
つ
る
か
り
が
ね
の
｡
｣
と
い
う
詞
章
は
､
謡
曲
｢
熊
野
｣
　
に
関
る
も
の
と
し

て
　
[
　
]
　
付
で
処
理
し
て
い
る
｡

な
お
､
一
定
の
長
さ
を
有
L
t
複
数
の
謡
曲
に
み
ら
れ
る
詞
章
が
浄
瑠
璃
に

引
か
れ
て
い
る
場
合
､
ま
た
は
複
数
の
謡
曲
か
ら
切
り
貼
り
す
る
形
で
詞
章
が

形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
､
そ
の
謡
曲
名
を
'
○
○
と
〇
〇
､
と
い
う
形
で
記

し
た
｡さ

て
､
加
賀
嫁
と
義
太
夫
が
､
最
も
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
競
い
合
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
貞
享
期
(
一
六
八
四
～
七
)
　
に
は
､
思
い
の
外
謡
曲
関
係
の
節
付

は
少
な
い
と
い
え
る
｡
例
え
ば
､
貞
享
四
年
の
加
賀
按
正
本
｢
盛
久
｣
･
義
太

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
(
ウ
タ
イ
)
考

夫
正
本
｢
主
席
判
官
盛
久
｣
は
､
謡
曲
の
　
｢
盛
久
｣
を
主
要
な
題
材
の
ひ
と
つ

(3)

に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
が
､
謡
曲
関
係
の
節
付
を
し
て
い
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
三
箇
所
､
該
当
す
る
謡
曲
詞
章
も
､
｢
敦
盛
｣
｢
羅
生
門
｣
｢
盛
久
｣

(
加
賀
接
｢
盛
久
｣
)
､
｢
鉢
木
｣
｢
清
経
｣
｢
敦
盛
｣
　
(
義
太
夫
｢
主
馬
判
官
盛
久
｣
)
か

ら
の
引
用
で
'
あ
え
て
謡
曲
｢
盛
久
｣
　
に
は
寄
り
か
か
ら
な
い
と
い
う
自
主
性

が
感
じ
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
近
松
が
1
時
期
浄
瑠
璃
か
ら
遠
ざ
か
り
､
主
と
し
て
歌
舞
伎
作

品
を
執
筆
し
て
い
た
元
禄
期
に
､
謡
曲
関
係
記
譜
の
数
は
急
増
す
る
｡
【
表

(a)

①
】
　
は
､
｢
『
近
松
全
集
』
謡
曲
関
係
節
付
箇
所
一
覧
｣
か
ら
､
特
に
そ
れ
が
冒

立
つ
作
品
､
義
太
夫
正
本
｢
悦
賀
楽
平
太
｣
　
(
元
禄
五
年
)
･
｢
融
の
大
臣
｣
　
(
元

禄
六
年
)
､
加
賀
接
正
本
｢
猫
魔
達
｣
　
(
元
禄
一
〇
年
)
､
｢
南
大
門
秋
彼
岸
｣

(
元
禄
二
一
年
)
､
｢
南
大
門
秋
彼
岸
｣
を
改
作
し
た
義
太
夫
正
本
｢
日
本
西
王

母
｣
　
(
元
禄
末
年
)
､
同
じ
-
加
賀
接
正
本
｢
丹
州
千
年
狐
｣
　
の
版
木
を
流
用
し

た
義
太
夫
正
本
｢
天
鼓
｣
　
(
元
禄
一
四
年
)
　
の
デ
ー
タ
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

!<V
こ
の
表
を
追
っ
て
ゆ
-
と
､
例
え
ば
　
｢
悦
賀
楽
平
太
｣
･
｢
融
の
大
臣
｣
　
に
は
､

謡
曲
｢
卒
都
婆
小
町
｣
と
｢
融
｣
　
の
詞
章
引
用
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
｡
加
賀
按
の
　
｢
猫
魔
達
｣
　
に
至
っ
て
は
､
調
査
し
た
一
二
二
作
品
中
､
最
も

謡
曲
関
係
文
字
譜
が
多
い
作
品
で
､
し
か
も
そ
の
摂
取
元
の
謡
曲
は
､
非
常
に

人
気
の
高
い
､
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
曲
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
｡
義
太
夫
と
加
賀
接

と
も
に
､
貞
享
期
の
､
い
わ
ば
緊
張
感
を
も
っ
た
節
付
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
､

安
易
と
も
言
わ
れ
か
ね
な
い
や
り
方
で
あ
る
｡

七
九



ち
な
み
に
､
右
に
挙
げ
た
｢
悦
賀
楽
平
太
｣
･
｢
融
の
大
臣
｣
･
｢
猫
魔
達
｣
は
､

い
ず
れ
も
近
松
存
疑
作
と
さ
れ
て
い
る
｡
『
近
松
全
集
』
が
､
存
疑
作
の
中
で

も
近
松
真
作
の
可
能
性
が
か
な
り
高
い
も
の
を
厳
選
し
て
い
る
と
は
い
え
､
例

え
ば
加
賀
橡
正
本
｢
猫
魔
達
｣
な
ど
は
､
加
賀
按
が
手
を
入
れ
て
､
謡
曲
詞
章

の
引
用
を
増
や
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
と
は
い
え
な
い
｡
ま
た
､

近
松
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
　
｢
南
大
門
秋
彼
岸
｣
と
｢
日
本
西
王
母
｣
､
｢
丹
州

千
年
狐
｣
と
　
｢
天
鼓
｣
も
､
浄
瑠
璃
作
者
を
必
ず
し
も
尊
重
し
な
か
っ
た
加
賀

接
が
先
行
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
､
複
雑
な
版
木
の
流
用
問
題
等
か
ら
､
そ
の

他
の
近
松
作
品
に
比
し
て
､
完
全
な
近
松
作
と
す
る
に
は
や
や
問
題
が
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
｡
従
っ
て
､
前
述
し
た
よ
う
な
謡
曲
詞
章
引
用
の

(S)

増
加
に
､
近
松
が
関
与
し
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
む
し
ろ
こ
う

い
っ
た
現
象
は
､
こ
の
時
期
､
晩
年
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
加
賀
接
と
､
竹
本

座
の
運
営
に
苦
心
し
て
い
た
と
い
う
義
太
夫
が
､
観
客
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る

謡
曲
に
､
意
識
の
ど
こ
か
で
依
存
し
て
い
た
結
果
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡

な
お
､
近
松
が
加
賀
按
に
提
供
し
た
｢
猫
魔
達
｣
｢
南
大
門
秋
彼
岸
｣
｢
丹
州

千
年
狐
｣
が
､
近
松
の
文
章
そ
の
も
の
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
た
場
合
､
そ
れ

は
そ
れ
で
興
味
深
い
.
近
松
が
､
謡
曲
を
好
む
加
賀
操
に
合
わ
せ
､
1
種
の
サ
ー

ビ
ス
精
神
で
謡
曲
詞
章
引
用
の
多
い
作
品
を
書
き
与
え
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も

出
来
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
期
問
､
歌
舞
伎
作
者
と
し
て
､
役
者
の
魅
力
を
引

き
立
て
る
作
品
を
心
が
け
て
い
た
筈
で
あ
る
近
松
の
状
況
か
ら
､
そ
の
可
能
性

も
充
分
に
推
測
で
き
よ
う
｡

Ⅱ
竹
本
座
独
走
期

本
節
で
は
､
近
松
が
竹
本
座
の
座
付
作
者
と
な
っ
た
初
め
て
の
上
演
作
品

｢
用
明
天
王
職
人
鑑
｣
　
(
宝
永
二
年
)
　
か
ら
､
義
太
夫
の
最
後
の
語
り
物
と
な
る

｢
蛾
歌
か
る
た
｣
(
正
徳
四
年
)
ま
で
の
､
四
七
作
を
対
象
と
し
て
考
察
を
行
う
｡

A
　
宝
永
二
　
(
一
七
〇
五
)
年
～
正
徳
四
　
(
1
七
一
四
)
年
の
九
年
間

B
　
四
七
作
(
義
太
夫
四
七
作
)

用
明
天
王
職
人
鑑
/
田
村
将
軍
初
観
音
/
心
中
二
枚
絵
草
紙
/
本
領

曽
我
/
加
増
曽
我
/
卯
月
紅
葉
/
堀
川
波
鼓
/
卯
月
の
潤
色
/
五
十

年
忌
歌
念
仏
/
松
風
村
雨
束
帯
鑑
/
心
中
重
井
筒
/
丹
波
与
作
待
夜

の
こ
む
ろ
ぶ
し
/
雪
女
五
枚
羽
子
板
/
け
い
せ
い
反
魂
香
/
心
中
刃

は
氷
の
朔
日
/
淀
鯉
出
世
瀧
徳
/
傾
城
吉
岡
染
/
心
中
万
年
草
/
宿

呑
童
子
枕
言
葉
/
学
常
盤
/
源
氏
れ
い
ぜ
い
ぶ
し
/
兼
好
法
師
物
見

車
/
碁
盤
太
平
記
/
吉
野
都
女
楠
/
鎌
田
兵
衛
名
所
盃
/
源
義
経
将

秦
経
/
薩
摩
歌
/
曽
我
扇
八
景
/
曽
我
虎
が
磨
/
今
宮
心
中
/
冥
途

の
飛
脚
/
百
合
若
大
臣
野
守
鏡
/
大
職
冠
/
夕
霧
阿
波
鳴
渡
/
け
い

せ
い
懸
物
揃
/
姫
山
姥
/
長
町
女
腹
切
/
殊
静
胎
内
据
/
嵯
峨
天
皇

甘
露
雨
/
弘
徴
殿
鵜
羽
産
家
/
賀
古
教
信
七
墓
廻
/
当
流
小
栗
判
官

/
天
神
記
/
持
統
天
皇
歌
軍
法
/
相
模
入
道
千
疋
犬
/
釈
迦
如
来
誕

生
会
/
蛾
歌
か
る
た



C

謡
曲
関
係
文
字
譜
の
種
類
一
五
種

C

S

)

(

S

)

C

S

<

)

(
り
タ
イ
)
/
ウ
　
(
り
タ
イ
)
/
ウ
ク
イ
/
り
タ
イ
/
り
タ
イ
ウ
/

り
タ
イ
サ
シ
/
り
タ
イ
ハ
ル
/
り
タ
イ
詞
/
謡
/
謡
カ
＼
-
/
謡
キ

ン
/
謡
ク
セ
/
謡
フ
シ
/
謡
一
セ
イ
/
謡
詞
/
謡
地
/
謡
中

D
　
関
連
謡
曲
の
種
類
　
四
四
種

安
宅
/
敦
盛
/
海
士
/
(
井
筒
)
/
善
知
鳥
/
江
口
/
大
江
山
/
女
郎

花
/
柏
崎
/
兼
平
/
熊
野
/
(
耶
邸
)
/
清
経
/
(
熊
坂
)
/
実
盛
/
程
々

/
関
寺
小
町
/
卒
都
婆
小
町
/
高
砂
/
[
高
砂
]
/
玉
宴
/
田
村
/
張

良
/
天
鼓
/
藤
栄
か
自
然
居
士
/
道
成
寺
/
東
北
/
融
/
野
宮
/
白

楽
天
/
班
女
/
船
弁
慶
/
松
風
/
松
虫
/
三
井
寺
/
三
輪
/
[
三
輪
]

/
屋
島
/
屋
島
と
富
士
太
鼓
/
山
姥
/
遊
行
柳
と
西
行
桜
/
楊
貴
妃

/
頼
政
/
羅
生
門

前
節
に
お
い
て
､
｢
悦
賀
楽
平
太
｣
と
　
｢
融
の
大
臣
｣
が
､
そ
れ
ぞ
れ
集
中

し
て
謡
曲
｢
卒
都
婆
小
町
｣
と
　
｢
融
｣
　
の
詞
章
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介

し
た
が
､
実
は
､
第
Ⅱ
期
の
初
頭
､
宝
永
二
～
四
年
に
も
､
同
様
の
例
が
続
け

て
確
認
で
き
る
｡
こ
の
時
期
の
デ
ー
タ
を
､
【
表
②
】
に
示
し
た
の
で
参
照
さ

れ
た
い
｡

こ
の
う
ち
､
｢
用
明
天
王
職
人
鑑
｣
｢
堀
川
波
鼓
｣
｢
松
風
村
雨
束
帯
鑑
｣
は
､

そ
れ
ぞ
れ
主
要
な
題
材
を
謡
曲
｢
道
成
寺
｣
　
(
｢
用
明
天
王
職
人
鑑
｣
)
､
｢
松
風
｣

(
｢
堀
川
波
鼓
｣
｢
松
風
村
雨
束
帯
鑑
｣
)
　
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ

ら
の
作
品
中
に
み
ら
れ
る
謡
曲
関
係
文
字
譜
は
､
｢
用
明
天
王
職
人
鑑
｣
　
と

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
　
(
ウ
タ
イ
)
考

｢
松
風
村
雨
束
帯
鑑
｣
　
の
場
合
､
す
べ
て
題
材
と
な
っ
た
謡
曲
か
ら
引
用
さ
れ

た
詞
章
に
付
さ
れ
て
い
る
｡
｢
堀
川
波
鼓
｣
　
で
も
､
五
箇
所
の
謡
曲
関
係
記
譜

の
う
ち
､
三
箇
所
が
謡
曲
｢
松
風
｣
か
ら
の
引
用
で
あ
る
｡
作
者
が
謡
曲
を
題

材
に
組
み
込
ん
だ
上
で
詞
章
も
多
-
引
用
し
､
そ
れ
に
太
夫
が
謡
曲
関
係
の
節

を
付
し
て
語
る
､
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
こ
の
時
期
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
｡
作

者
と
作
曲
者
が
､
と
も
に
謡
曲
の
持
つ
力
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
時

期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

し
か
し
こ
れ
以
降
､
浄
瑠
璃
作
品
に
お
け
る
謡
曲
関
係
記
譜
は
､
い
わ
ば
安

定
期
に
入
る
こ
と
に
な
る
｡
例
え
ば
､
こ
れ
ま
で
主
流
を
占
め
て
い
た
漢
字
表

記
の
　
｢
謡
｣
　
に
代
わ
り
､
片
仮
名
表
記
の
　
｢
り
タ
イ
｣
が
ほ
ぼ
定
着
を
み
る
｡

ま
た
､
謡
ク
セ
∴
議
ク
ル
･
謡
サ
シ
カ
､
-
･
謡
ハ
ル
･
謡
下
･
謡
詞
等
々
'

多
種
多
様
だ
っ
た
謡
曲
関
係
文
字
譜
も
減
少
し
て
､
最
も
単
純
な
｢
り
タ
イ
｣

が
好
ん
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

さ
ら
に
､
浄
瑠
璃
1
作
品
中
に
み
ら
れ
る
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
､
摂
取
元
と

な
る
謡
曲
名
に
関
し
て
も
､
一
曲
に
偏
ら
ず
ま
ん
べ
ん
な
く
採
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
｡
宝
永
七
年
の
　
｢
吉
野
都
女
楠
｣
を
1
例
と
す
る
と
､
謡
曲

関
係
記
譜
箇
所
の
摂
取
元
謡
曲
名
は
､
｢
実
盛
｣
｢
兼
平
｣
｢
柏
崎
｣
｢
屋
島
｣

｢
富
士
太
鼓
｣
と
い
っ
た
具
合
に
､
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
｡

こ
う
し
た
変
化
の
詳
細
を
知
る
に
は
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
､
作

者
に
よ
る
同
一
の
謡
曲
か
ら
の
偏
っ
た
詞
章
引
用
､
ま
た
は
太
夫
に
よ
る
謡
曲

詞
章
へ
の
安
易
な
謡
曲
関
係
記
譜
の
､
い
ず
れ
か
一
方
､
ま
た
は
両
方
が
慎
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
｡
義
太
夫
節
に
と
っ
て
こ
う

八
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浄瑠璃 作品名 太夫 上演 年 譜 名 謡 曲名 浄 瑠璃詞華

悦賀楽 平太 義太 夫 元禄0 5

請

卒都 婆小町
たてゑぼL をかざおりかりぎぬの袖を打かづいてつまのた

めにはしうとの散○
卒都 婆小町 むつかしの人 のけうけやな○

卒都 婆小町
いさごをたうとかさねつ ○ゝわうごんのはだえこまやかに○花

を天地 にさ げゝっゝ

詣ウ 班女 と敵
(かたみの刀)身をはなたずもつや 田子のうら○あづまのは

ての国々迄○

謡下 ?
もとよりみうらは〇一円九十三騎にて○かげふかきそまぎの

中に佐 原の十郎は0

謡詞 卒都 婆小 町
(むつかしの人のけうけやなOそれ はさとりのたえなること

ぱ○まよひの女人は思ひも

敵 の大 臣 S * :*o 元禄 06

請

?
あけをうぱふと名 をたて ○ゝもろこし人 はにくめどもかのひ

と○もとの初ゆか り○

?
くろかみ山○すがたもわかきあをば 山○松 にこゑあるをとづ

れ は○

m
もつや たごのぽう○たごのうら○あづまからけのしほ衣 ○くめ

は月 をも0

融
あらおもしろのゆうがくや○そも明月の其 中に○まだはつ 月

のよゐ/ ＼ に○

謡詞
ォ

是 は東 国がたより出たる僧 にて候 O 我いまだ都 を見ず侯程

に○此度 恩ひ立都 に

m
さがの天皇の王子○融の大 臣かのうらのてうぱうをしたはせ
給 ひ○島々のふぜいを

猫魔達 加 賀橡 元禄 10

諺

花月
こしかたより○今の世までも○たえせ ぬものは恋 といへるくせ

t o ○

班女
せ めてものかたみのあふぎ手にふれて○風のたよりと息 へ

ども○なつもはや

江 口
(うたへや○)うたヘうたかたの○あはれむかしの恋 しきは今

も○蕃 女の舟 あそぴ○

葵上
我 身はよもぎふの0 もとあらざりし身 と成 て○菜未の霧 ときへ

もせ ぱ○

9 いつ ぞや の謡うたひ能も一 手舞候 0御 合力をと姫 君の

景滑
さもしや かた/ ○＼よ○源 平互にみるめもはづかし】人をと

めん事 は

船弁 慶
こゑをしるべ に出舟のO とももりがしづ みし其有様 に○又義

経 をも海 にしづめんと○

船弁 慶
べ んけいをL へだて打物わざにてかなふまじと○数珠 さら

/ ＼とをしもんで○

卒都婆 小町
(まして霜 雪)雨露○涙をだにもをさふべき枚も袖 もあらぽこ

そ0 今 はろとうに

?
はまなれやさ なゞみや○/ ＼0 いきの松ば ら○松のうはばを

さらり/ ＼とさ らゝの

? (しんゐの鬼と夕)風にこず ゑのこのまや○さはぐらむ○

$ ア
九 しきのまどのまへ十丈の床 のほとりにゆがの法水 をた えゝ

三みつの月を

?
(尊俊 は失給ひ)地鯛計ぞ残りたるあら有 がたや明王 は降

魔 の利 剣をふりあげて0

謡カ､ リ ?
い で/ ＼かぢし申さんと○ちのにんぎゃうをつ くらせ〇三ぢ

うのたかだな五しきのへい○

南大門秋彼岸 加 賀操 元禄12

謡 耶甲声
息 ふも夢も○皆きへ/ ＼と0 (中略) 有つるかたみの枕の夢

はさめにけり

諦 中ウ 蟻通
六 義あり○是六道の○ちまたにさだめをいて六 つの色を○見

す るなり0 され ばわかの

次第 耶聯 うきよの旅 にまよひきて/ ＼夢 路をいつとさだめん○

謡ハル ttEW
一村 雨のあまやどり○/ ＼ 日はまだ残る楼門に0 あふ よの

夢 をみるへしと形 見の枕 に

南大門秋彼岸
〔日本西王母〕

加 賀橡
〔義太夫〕元禄 12

請

実盛 らうむしや のかなしさは風にち めゞる○こぼくの力もおれて

楊貴妃
天 にあらばねがはくは0 ひよくの鳥 とならん○地にあらばね

がはくは

王事
うらみは人をも世をも○思ひ 息はじた 身ゞ一つ の○む くひの

つ みや

謡クル ? はらへど/ ＼しうぢやくの○ながきやみぢや くろかみも

八
二



浄瑠璃作品名 * * 上演年 潜名 謡曲名 浄瑠璃 同輩
南大門歌彼 岸

〔日本西王母〕

加賀操

〔義太夫〕
元禄1 2 謡ウ (玉掌) (ちかひのふみも)や きすてられし

日本西王母 IS* *
元禄 末

午

謡

松風
すて もゝをかれず とれ ばおもかげに立まさる0 お きふしわか

でまくらより○

卒都婆小 町 こひえぬ時はあくしん又狂乱の心付てなふ物たべ なふ
卒都婆小 町 さもしやかた/ や＼ よ○源 平たがひ に見るめもはづかし

船弁慶 あらめづらしや いか に義経0 息 ひもよらぬうらなみ の○こゑ

をしるべに

ォ# *
弁慶をL へだて打物わざにてかなふまじと○じゆずさら/ ＼

と

謡 モク 蟻通
りくぎあり0 これろくだうの○ちまたにさだめをいてむつ のい

ろを○見するなりb ほんらい

謡 次第 耶 聯
うきよのたびにまよひきて○/ ＼ゆめぢをいつ とさだめん○

是は民部卿豊舟 にて候○

天鼓 〔丹州千年

狐 〕

義 太夫

〔加賀接〕
元禄 14

IS

富士太鼓 我にははる むゝ ねのけふりこんくはいのなみだなるらん

高砂 高砂 や此浦舟 にほをあきよよ〇月諸共 に出舟 や○はやす み

の江 の○

詣 ウ 采 女と天鼓
(是 は又猿沢の○水たう/ ＼ として)波ゆう/ ＼たり荒 有が

たの御弔ひや な○勅をそむきし

詣ハ′レ 田村
比もはや 弥生始の春 のけふ○/ ＼○早咲桜○をくれ梅桃 は

さかりの○へいごL に○

謡詞 ?
然るに某若年 よりふ えをこのみふ き申候 間0 此度都 名人の

笛を聞ならひ○

浄瑠璃作 品名 -te -t 上 a s 謡 曲名 浄瑠璃詞 章

用明天王職人鑑 義 太夫 宝永0 2

譲 道 成寺
花 の外 には松 ばかり0 うきがともには酒 ばかり○くれそめて

かうした くゝらん

ウタイ ■道 成寺
山寺のや0 はるの ゆふべ をきてみれば○入相 のかね に花

や ちるらん

sa 道 成寺 去篠 に/ ＼ 尾上のかねの〇月 おち鳥ないて霜雪天 にC

苛詞 道 成寺
もろこしのたつといひ じりのくや う有と承り○かねのくやうに

参 らぼや と思ひ侯○

苛 地 道 成寺
月 は程なく入しほの〇月は程 なく入しほの0 けふ りみ ちくる

小松 ばら0

田村将軍初観音 * * * 宝永 ウタイ 田村
さるほどに山河をうごかす鬼神のこゑ○天にひ きゞ地にみ

ちて勺ぽん ぼくせいざん

心 中二枚絵草紙 義 太夫 宝永0 3

本領曽我 * �"*:* ｣ * 0 3

iS
熊 野

いふ つけの鳥がなくあづまぢさして行道の○や がてやすら

ふ あふ坂の

(井筒) (友だち0 )かたらひし夕ぐれごとのかどあそび○

謡詞 熊 野
今迄 うたひかなでL に重て一 曲所 望とは○あら心なの村 雨

や な○春雨の○ふるは

加増曽我 S｣ * * 宝永0 3 SS

?
す みのゑに〇三五夜 中の月 びたひ〇月 のみふねにみさは

さし○

屋 島
ふ ねよりはときのこゑ○くがにはなみのたてO つきにしらむ

は○

np q 料二発 as * * 宝永0 3

堀川波戟 義太 夫 宝永0 3
ウタイ

松風
掛も行平みとせ が程○御 つれ/ ＼の御 舟速 ひ〇月に心は

すまの浦

松風
御歌や 立わかれ○いなばの山のみねにおふる○松としき

かば○
羅 生門 つ はもの まゝじはりO たのみあるなかの酒 えんかな○

女郎花
じゃゐんの悪気 は身 をせめて/ ＼○つるぎの 山の上に恋

しき人は

ウタイハ
松風

かたみこそ今はあたなれ是なくは○わする 隙ゝも有なんと0

ノレ よみL もことはりや
卯月の潤 色 義太 夫 宝永0 4

五十年忌歌念仏 #5* * 宝永0 4 ウタイ 天鼓
つたへ聞孔子は鯉魚 にわかれ○思ひの火をぱむねにた

き○白居易 は

松風村雨束帯鑑 SS -fc f̂e 宝永0 4 ウタイ

松風
形見こそ今 はあだなれ是 なくは○忘る ひゝ まもありなんもの

を○

松風
塩くみ車○わづか成うき世にめぐる○はかなさよ○心づくし

のあき風 に○

松風
あらうれしやあれに行平のおたち有が○松風とめされさふ

らふぞやいで参 らふ0

松風
月はひとつかげはふたつみつしほの○よるのまくらに月を

ねせて○ういとは

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
　
八
つ
タ
イ
)
考

八
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し
た
変
化
は
､
芸
能
と
し
て
の
成
熟
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

Ⅲ
義
太
夫
没
後
の
新
世
代
期

第
三
期
は
､
義
太
夫
没
後
の
正
徳
四
年
｢
音
曲
百
枚
笹
｣
か
ら
､
作
者
･
近

松
門
左
衛
門
の
絶
筆
と
な
っ
た
享
保
九
年
｢
関
八
州
繋
馬
｣
ま
で
を
対
象
と
す

る
｡

八
四

D
　
関
連
謡
曲
の
種
類
　
三
一
種

葵
上
/
葵
上
と
道
成
寺
/
海
士
/
杜
若
/
景
清
/
(
景
清
)
/
花
月
/

兼
平
/
賀
茂
/
通
小
町
/
郡
部
/
[
逆
鉾
]
/
自
然
居
士
/
俊
寛
/

(
俊
寛
)
/
狸
々
/
隅
田
川
/
関
寺
小
町
/
高
砂
/
融
/
(
木
賊
)
/
難

波
/
野
宮
/
白
楽
天
/
羽
衣
/
鉢
木
/
班
女
/
松
風
/
松
山
鏡
/
松

虫
/
紅
葉
待
/
山
姥
/
羅
生
門

A
　
正
徳
四
　
(
一
七
一
四
)
年
～
享
保
九
　
(
一
七
二
四
)
年
の
一
〇
年
間

B
　
二
八
作
　
(
竹
本
政
太
夫
､
そ
の
他
二
八
作
)

音
曲
百
枚
笹
/
絶
狩
剣
本
地
/
大
経
師
昔
暦
/
生
玉
心
中
/
国
性
爺

合
戦
/
国
性
爺
後
日
合
戦
/
鑓
の
権
三
重
惟
子
/
聖
徳
太
子
絵
伝
記

/
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
/
日
本
振
袖
始
/
曽
我
会
稽
山
/
傾
城

酒
呑
童
子
/
善
光
寺
御
堂
供
養
/
博
多
小
女
郎
波
枕
/
本
朝
三
国
志

/
平
家
女
護
島
/
傾
城
島
原
蛙
合
戦
/
井
筒
業
平
河
内
通
/
双
生
隅

田
川
/
日
本
武
尊
吾
妻
鑑
/
心
中
天
網
島
/
津
国
女
夫
池
/
女
殺
油

地
獄
/
信
州
川
中
島
合
戦
/
唐
船
噺
今
国
性
爺
/
浦
島
年
代
記
/
心

中
宵
庚
申
/
関
八
州
繋
馬

C
　
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
種
類
一
一
種

り

タ

イ

/

り

タ

イ

カ

､

-

/

り

タ

イ

サ

シ

/

り

タ

イ

ノ

ッ

ト

/

り

タ

イ
詞
/
謡
/
謡
ク
ル
/
謡
ハ
ル
/
謡
l
セ
イ
/
謡
詞
/
謡
同
音

こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
､
C
の
謡
曲
関
係
文
字
譜
の
種
類
が
格
段
に
減
り
､

整
理
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
､
D
の
関
連
謡
曲
も
､
や
や
単

純
化
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
が
､
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
､
謡

曲
関
係
記
譜
箇
所
の
摂
取
元
と
な
る
謡
曲
名
が
､
不
明
と
な
る
確
率
が
格
段
に

高
-
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ま
で
の
時
期
に
も
､
謡
曲
関
係
記
譜
箇
所
の

詞
章
を
『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
』
　
で
調
べ
て
も
､
摂
取
元
の
謡
曲
に
辿
り

着
け
な
い
こ
と
は
あ
っ
た
が
'
そ
の
確
率
は
､
第
一
期
で
一
六
%
､
第
二
期
で

一
五
%
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
こ
の
第
三
期
で
の
不
明
率

は
､
三
七
%
に
の
ぼ
る
｡
実
に
､
全
体
の
四
割
近
く
が
摂
取
元
謡
曲
不
明
､
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
原
因
と
し
て
は
､
『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
索
引
』
　
に
所
収
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
な
､
珍
し
い
番
外
曲
な
ど
か
ら
詞
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
な
く
は
な
い
が
､
摂
取
元
不
明
箇
所
を
集
め
た
　
【
表
③
】
を
見
て
ゆ
く
と
､

む
し
ろ
謡
曲
関
係
文
字
譜
が
､
今
迄
と
は
異
な
る
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
｡



浄瑠璃作 品名 上浜年 譜名
u
也

負

浄瑠 璃詞章

椎狩剣本地 正徳0 4 ウタイ ? 夕 日も年もかたふきて0

国性爺合戦 正徳0 5 ウタイ
? すみよしにかたか へりきてうを○まち申さんと○ゆふなみ のみぎは

? 心上の須弥 山是 に有○大 明～国の山河草木O

国性爺後 日合戦 革保0 2 ウタイ ? 夢こ ろゝ○/ ＼夢のうきはし○ながき夜○ながき夜 の○

日本振袖始 享 保0 3

ウタイ
? 其高さ七 多羅樹たとへ天地はくつかへる共○取たる剣 はかへ すまL と○

?
声に打そふ松 の風○/ ＼ なびく草木や 日月 の旗 を○なびかせ 帰洛

有O

ウタイノット ?
すでにじこくも夜半の雲0 天をこかせる簿の煙 ○谷ふかふ して嶺 そび

へ○

替光寺御堂供養 草 保0 3
ウタイ

ウ 安は所も難 波潟はり江の芦の○かた結L にO L るもしらぬも名 を尋

?
宝の池の面くどくちの浜の真 砂金色五しきの玉と変じ岸に あかるぞあ

りがたき○

5- fe -f ? 抑天竺まかた国〇月 かい長者が館嘉 は〇五々のろうかく三 十の宝蔵○

本朝三国志 享保0 4 ウタイ ? もろこし遠く出舟の/ ＼○首里千里もとらの介さん】 とびの○

平家女護島 享保0 4 ウタイ ?
(民もゆたかに君がお 田は)実のるぞ程なかるらん実 のるぞ0 程なかり
ける0

? そも/ ＼此御神 は○すべらぎの御代 はじまりて十六代の尊主○

傾城 島原蛙合戦 享保0 4

ウタイ ? 柳のみどりか げふ かき○御池のおもだかかきつ ばた○

静 ウ
そも/ ＼七 草の城 くはくと串は○城の廻り一首 四十三町余〇二方 絃海

汲漫々と○

双生 隅四川 享保0 5 ra ?
きりまにすかた入 よと見へし○俄 にどっとおちことの山み ね岩ほもくだく
る計○

日本武等吾妻鑑 享保0 5 読 ? 】張の弓のいきほひたり○東 南せい 北の敵をやすくしたかヘり○

建 国女夫池 享保0 6 ウタイ ?
八重九重も遠 ざかる○なごりほっせの涙の玉○ひろへば道もはかどり

て○

? うはなり打たる此鉄杖 事ま0 きせるのらう/ ＼○

信州川 中島合戦 享保0 6

m ?
折たくしぼの夕けふ り○くすぼる顔もせんじ茶 のO はながもしぶく聞えけ

り○

as - -t -f ?
時に更行夜風の○こず ゑをならす たにかげよりB かうべ にか やゝくりんと

うをいた きゞ○

S6 -̂ 'i- ?
雲をふんでは花かとおしむそはかげのO たに水もしづかならで○さはか

しき木からしのO

唐船噺今 国性爺 ･ (% 0 7 as ? 尾上娃ちくさにうづもれて風も錦や渡るらん○

浦 島年代記 享保0 7 ウタイ
? 縁はつきせ ぬよるへ の水 に入よと見へ し傍は波 にC 凍してうせ にけり

ウ
あけのくはいらうしん/ ＼と○神さび渡る折からに0 翁 すがたのいざり

松○

関八州 繋馬 享保0 9
IS ? 素襖袴の袖をつらね○ゑぽL をならべて我も/ ＼ とO座 につけば○

ウタイサシ ?
渡の頼倍朝臣○手廻り少々御供 の○中にも～人当千の渡辺 の綱○直衣

の下に腹 巻L O

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
(
ウ
タ
イ
)
考

例
え
ば
､
｢
浦
島
年
代
記
｣
(
享
保
七
年
)
　
の
　
｢
縁
は
つ

き
せ
ぬ
よ
る
へ
の
水
に
入
よ
と
見
へ
し
伴
は
波
に
｡
残
し

て
う
せ
に
け
り
｣
と
い
う
詞
章
は
､
い
か
に
も
謡
曲
風
の

文
章
で
､
摂
取
元
が
あ
り
そ
う
な
感
が
あ
っ
て
も
､
ぴ
っ

た
り
す
る
も
の
は
特
定
で
き
な
い
｡
さ
ら
に
､
｢
信
州
川

中
島
合
戦
｣
　
(
享
保
六
年
)
　
の
､
よ
く
知
ら
れ
た
漢
文
を

も
じ
っ
た
よ
う
な
　
｢
雲
を
ふ
ん
で
は
花
か
と
お
し
む
そ
は

か
げ
の
｡
た
に
水
も
し
づ
か
な
ら
で
｡
さ
は
か
し
き
木
か

ら
し
の
｡
｣
と
い
う
詞
章
､
謡
曲
に
よ
く
あ
る
言
い
回
し

を
真
似
た
　
｢
善
光
寺
御
堂
供
養
｣
　
(
享
保
三
年
)
　
の
　
｢
抑

天
竺
ま
か
た
国
｡
月
か
い
長
者
が
館
室
は
｡
五
々
の
ろ
う

か
-
三
十
の
宝
蔵
｡
｣
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
こ
う
い
っ
た
事
例
は
､
義
太
夫
没
後
の
第
二
世
代

の
太
夫
た
ち
が
､
そ
れ
ま
で
の
謡
曲
詞
章
引
用
部
分
を
謡

風
に
語
っ
て
い
た
単
純
と
も
い
え
る
節
付
法
か
ら
脱
却
し
､

謡
曲
関
係
の
節
付
を
､
よ
り
効
果
的
に
応
用
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

m

一
方
で
､
作
者
の
近
松
が
､
こ
の
時
期
に
な
っ
て
意
識

的
に
右
の
よ
う
な
謡
曲
風
で
あ
っ
て
謡
曲
そ
の
も
の
で
は

な
い
詞
章
を
作
品
中
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
､

も
し
-
は
こ
れ
ま
で
も
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
に
も
拘

八
五



ら
ず
､
作
曲
者
の
方
が
そ
れ
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
､
未

だ
統
計
も
な
-
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
､
当
時
の
浄
瑠
璃
作
者
と
太
夫
の
間
に
､

節
付
に
関
す
る
話
し
合
い
が
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
も
､
現
在
は
知
ら

れ
て
い
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
作
者
が
謡
曲
詞
章
を
引
用
す
れ
ば
､
作
曲
者
が
そ
こ
に
謡

曲
関
係
の
節
を
付
け
る
､
と
い
う
単
純
な
図
式
が
､
第
三
期
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
は
､
浄
瑠
璃
作
品
の
宿
命
で
あ
る
と
こ
ろ
の
作
者
･
作

曲
者
間
の
溝
を
､
一
歩
縮
め
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
時

期
の
近
松
の
作
品
に
は
､
｢
平
家
女
護
島
｣
　
や
｢
双
生
隅
田
川
｣
な
ど
､
謡
曲

を
主
要
な
題
材
の
ひ
と
つ
と
し
た
名
作
も
誕
生
し
て
い
る
｡
そ
う
い
っ
た
作
品

中
で
も
､
謡
曲
関
連
記
譜
の
六
割
は
従
来
通
り
謡
曲
引
用
詞
章
に
付
さ
れ
て
効

果
を
上
げ
て
お
り
､
浄
瑠
璃
に
と
っ
て
の
謡
曲
摂
取
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
｡
し
か
し
そ
こ
に
､
約
四
割
も
の
斬
新
な
節
付
法
が
加
え
ら
れ
､
義
太

夫
節
に
お
け
る
謡
曲
関
係
の
節
付
は
､
義
太
夫
没
後
の
熟
年
期
の
近
松
と
第
二

世
代
の
太
夫
た
ち
に
よ
り
､
こ
の
時
期
自
在
に
花
開
い
た
の
で
あ
る
｡

八
六

し
た
工
夫
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
浄
瑠
璃
に
と
っ
て
偉
大
な

先
行
芸
能
で
あ
っ
た
謡
曲
に
対
す
る
諸
々
の
固
定
観
念
に
､
義
太
夫
で
さ
え
も
､

深
-
捉
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
対

し
､
義
太
夫
の
芸
や
近
松
の
戯
曲
に
惹
か
れ
て
入
門
し
た
で
あ
ろ
う
第
二
世
代

の
太
夫
た
ち
に
は
､
そ
う
し
た
し
が
ら
み
が
少
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

い
わ
ゆ
る
生
み
の
苦
し
み
を
味
わ
い
な
が
ら
初
代
義
太
夫
が
確
立
し
た
義
太
夫

節
は
､
こ
の
柔
軟
な
世
代
へ
と
継
承
さ
れ
､
浄
瑠
璃
に
お
け
る
謡
曲
摂
取
の
あ

り
方
も
､
さ
ら
な
る
進
展
を
遂
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
｡

義
太
夫
節
初
期
を
支
え
た
作
者
･
近
松
門
左
衛
門
は
､
義
太
夫
の
亡
き
後
も

｢
国
性
爺
合
戦
｣
　
な
ど
の
名
作
を
著
し
た
の
ち
､
後
継
者
と
な
る
作
者
を
養
成

し
っ
つ
､
享
保
九
年
に
没
し
た
｡
そ
の
後
'
か
つ
て
　
｢
平
家
と
も
舞
と
も
謡
と

も
し
れ
ぬ
島
者
｣
と
榔
捺
さ
れ
た
浄
瑠
璃
は
､
竹
本
政
太
夫
ら
第
二
世
代
の
太CS)

夫
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
､
｢
操
り
段
々
流
行
し
て
､
歌
舞
妓
は
無
が
如
し
｣
と

も
称
え
ら
れ
た
黄
金
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
｡

結
　
び

前
節
に
記
し
た
､
謡
曲
風
に
作
っ
た
詞
章
へ
の
謡
曲
関
係
記
譜
の
応
用
は
､

現
在
の
我
々
か
ら
み
れ
ば
､
そ
う
難
し
-
な
い
､
す
ぐ
に
考
え
つ
-
よ
う
な
手

法
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
｡
し
か
し
､
謡
曲
を
こ
よ
な
-
愛
し
た
加
賀
接
の

み
な
ら
ず
､
加
賀
接
の
謡
曲
趣
味
を
批
判
し
た
新
進
気
鋭
の
義
太
夫
が
､
そ
う

注

(
-
)
　
た
だ
し
､
万
治
三
年
以
降
の
刊
行
説
あ
り
｡

(
-
)
　
延
宝
六
年
刊
｡
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
　
第
七
巻
人
形
浄
瑠
璃
篇
』
　
(
昭
和

五
〇
(
一
九
七
五
)
年
､
三
一
書
房
刊
)
よ
り
引
用
｡

(
-
)
　
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
　
第
七
巻
人
形
浄
瑠
璃
篇
』
よ
り
引
用
｡

(
-
)
　
平
成
七
　
(
一
九
九
五
)
　
年
､
和
泉
書
院
刊
｡

(
-
)
　
『
演
劇
研
究
』
第
二
七
号
(
平
成
一
六
　
(
二
〇
〇
四
)
年
､
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
編
)
所
収
｡



(
-
)
　
昭
和
六
〇
(
l
九
八
五
)
～
平
成
八
　
(
1
九
九
六
)
年
､
岩
波
書
店
刊
D

(
-
)
　
大
谷
篤
蔵
編
､
昭
和
五
三
　
(
一
九
七
八
)
年
､
赤
尾
照
文
堂
刊
｡

(
8
)
　
『
岩
波
講
座
能
･
狂
言
Ⅲ
能
の
作
者
と
作
品
』
　
(
昭
和
六
二
　
(
一
九
八
七
)
年
､
岩

波
書
店
刊
)
所
収
｡

(
-
)
　
近
松
存
疑
作
の
詳
細
に
つ
い
て
は
､
年
代
順
に
以
下
の
通
り
｡
(
情
報
は
､
『
近
松
全

集
』
　
に
拠
る
｡
)

｢
天
狗
の
内
裏
｣
/
｢
他
力
本
願
記
｣
(
脇
方
策
に
　
｢
作
者
近
松
門
左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)

/
｢
以
呂
波
物
語
｣
　
(
山
本
版
十
行
木
内
題
下
に
　
｢
近
松
門
左
衛
門
作
｣
と
あ
り
｡
)
/

｢
日
親
聖
人
徳
行
記
｣
　
(
元
禄
初
年
(
推
定
)
｡
脇
方
案
　
(
透
写
本
)
　
に
　
｢
作
者
近
松
門

左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)
/
｢
大
原
問
答
｣
　
(
加
賀
按
正
本
｢
念
仏
往
生
記
｣
　
の
版
木
流
用
｡

元
禄
初
年
頃
(
推
定
)
｡
奥
書
に
｢
近
松
門
左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)
/
｢
大
原
問
答
　
〔
念
仏

往
生
記
〕
｣
(
義
太
夫
正
本
｢
大
原
問
答
｣
が
､
加
賀
按
正
本
｢
念
仏
往
生
記
｣
版
木
流

用
の
際
に
削
除
　
(
差
し
替
え
)
　
を
し
た
部
分
｡
)
/
｢
悦
賀
楽
平
太
｣
　
(
元
禄
五
･
一

二
四
以
前
(
推
定
)
｡
山
本
九
兵
衛
版
絵
入
一
七
行
本
の
内
題
下
に
　
｢
近
松
門
左
衛
門

作
｣
と
あ
り
｡
)
/
｢
融
の
大
臣
｣
(
元
禄
六
･
一
以
前
(
推
定
)
｡
脇
方
策
(
透
写
本
)

に
　
｢
作
者
近
松
門
左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)
/
｢
文
武
五
人
男
｣
　
(
九
･
一
〇
行
本
奥
書
に

｢
近
松
門
左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)
/
｢
猫
魔
達
｣
　
(
内
題
下
に
　
｢
近
松
門
左
衛
門
添
削
｣
と

あ
り
｡
)
/
｢
田
村
将
軍
初
観
音
｣
　
(
元
禄
一
一
･
一
以
降
､
正
徳
四
･
九
･
一
〇
以
前

(
推
定
)
｡
宝
永
初
年
頃
か
｡
奥
書
に
｢
近
松
門
左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)
/
｢
当
流
小
栗
判

官
｣
(
正
徳
四
･
九
･
一
〇
以
前
(
推
定
)
｡
内
題
下
･
奥
書
に
近
松
の
署
名
あ
り
｡
)
/

｢
善
光
寺
御
堂
供
養
｣
(
内
題
下
に
｢
添
削
近
松
門
左
衛
門
｣
と
あ
り
｡
)

(
S
)
　
こ
の
う
ち
､
義
太
夫
が
加
賀
接
正
本
｢
丹
州
千
年
狐
｣
の
版
木
を
流
用
し
た
｢
天
鼓
｣
､

同
じ
く
義
太
夫
正
本
｢
大
原
問
答
｣
中
の
､
加
賀
接
正
本
｢
念
仏
往
生
記
｣
の
版
木
流

用
部
分
､
｢
大
原
問
答
〔
念
仏
往
生
記
〕
｣
　
に
関
し
て
は
､
加
賀
接
正
本
と
し
て
カ
ウ
ン

ト
し
て
い
る
｡

(
3
)
　
｢
主
馬
判
官
盛
久
｣
と
｢
盛
久
｣
は
､
ほ
ぼ
同
内
容
で
､
節
付
が
異
な
る
｡
そ
の
先

後
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
､
現
在
で
は
義
太
夫
の
　
｢
主
馬
判
官
盛
久
｣
先
行
説

が
有
力
と
な
っ
て
い
る
｡
詳
し
-
は
､
山
根
寅
雄
｢
『
薩
摩
守
忠
度
』
等
の
諸
問
題
-

浄
瑠
璃
太
夫
た
ち
の
(
ウ
タ
イ
)
考

加
賀
接
と
義
太
夫
を
め
ぐ
っ
て
｣
　
(
『
近
松
正
本
考
』
　
(
平
成
一
六
　
(
二
〇
〇
四
)
年
､
和

泉
書
院
刊
)
所
収
｡
初
出
は
昭
和
五
七
(
一
九
八
二
)
年
｡
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
2
)
　
近
松
の
作
品
は
､
上
演
年
が
あ
-
ま
で
も
推
定
で
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
､
例
え
ば

｢
田
村
将
軍
初
観
音
｣
　
で
､
推
定
さ
れ
る
上
演
年
が
｢
元
禄
1
　
1
年
1
月
以
降
､
正
徳

四
年
九
月
一
〇
日
以
前
｣
　
の
場
合
､
上
演
年
の
項
目
に
は
正
徳
四
年
を
採
用
し
た
｡
各

作
品
の
上
演
年
詳
細
に
つ
い
て
は
､
『
近
松
全
集
』
　
に
拠
ら
れ
た
い
｡

な
お
､
【
表
-
】
中
の
　
｢
南
大
門
秋
彼
岸
　
〔
日
本
西
王
母
〕
　
の
項
は
､
｢
日
本
西
王

母
｣
が
｢
南
大
門
秋
彼
岸
｣
　
の
版
木
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
て
い
る
箇
所
を
示
す
も
の
で

あ
る
｡

(　　　　′一･.＼　　　(　　　　　(　　　　　(

17 16 15 14 13
)　　　　　　)　　　　　　)　　　　　　)　　　　　　)

た
だ
し
､
統
計
の
性
質
上
､
謡
曲
関
係
の
記
譜
が
な
さ
れ
た
謡
曲
詞
章
引
用
に
限
る
｡

底
本
に
は
な
い
が
､
校
異
本
に
記
譜
が
み
え
る
も
の
を
(
　
)
内
に
記
し
た
｡

右
に
同
じ
だ
が
､
こ
の
場
合
は
底
本
に
　
(
ウ
)
　
の
記
譜
あ
り
｡

入
り
タ
イ
)
　
の
誤
刻
と
考
え
ら
れ
る
｡

『
浄
瑠
璃
譜
』
(
寛
政
頃
成
立
)
｡
日
本
演
劇
文
献
集
成
第
二
『
浄
瑠
璃
研
究
文
献
集

成
』
(
山
本
二
郎
解
説
･
校
訂
､
昭
和
一
九
(
一
九
四
四
)
年
､
北
光
書
房
刊
｡
)
　
よ
り

引
用
｡


