
『
四
鳴
蝉
』
の
作
詞
法
に
つ
い
て

『
玉
箸
記
』
と
の
関
係
i

川

上

陽

介

は

じ
め
に

明
和

人
年

(
一
七

七

一
)

十

二
月
に
刊

行
さ

れ
た

『
四
鳴

蝉
』

半

紙

本

一
冊
は
、
都

賀
庭

鐘
が

、
わ

が
国

の
謡
曲

「熊

野
」

「
頼
政

」
、

歌

舞
伎

「山
崎

余
次

兵
衛

寿

の
門

松
」
、

浄

瑠
璃

「
大
塔

宮

礒

鎧

」
、
以
上

の
四
作

品
を
、
中

国
演
劇

の
様
式

に
な

ら

っ
て
漢

訳

し
、

↓
冊
に

ま
と
め

て
出
版

し

た
も

の
で
あ

る
。
原

本
は
、

京
都

大
学

附

属

図
書

館
、
東

京
芸
術

大
学

附
属

図
書
館

等
に

所
蔵
さ

れ

、
『
中
村

幸

彦
著

述
集

』
第

七
巻

(
一
九

八

四
年
)

に
全
文

の
影

印
お

よ
び
解

説

が
収

め
ら

れ

て
い
る
。

近
年

刊
行

さ
れ

た
江

戸
怪
異
綺

想

文
芸
大

系

第

二
巻

『
都
賀

庭
鐘

・
伊

丹
椿
園

集
』

(二
〇

〇

一
年

)
に
は
、
稲

田

篤
信

氏

に
よ

る
翻
刻

・
解

題
が
あ

る

三
。

『
四
鳴

蝉
』

に

つ
い

て
、

こ
れ
ま

で
に
発
表

さ
れ

て

い
る
論
文

は

そ
れ

ほ
ど
多

く
な

い
が
、
石
崎

又
造
氏
、
青

木

正
児
氏

、
山

口
剛

氏
、

小
池
藤

五
郎

氏
な
ど

に
よ

っ
て

三
)、
洒
落

本

の
典
拠

と

し
て
取

り
上

げ

ら
れ

た

こ
と
が
あ

る
。

そ

こ
で
指
摘

さ

れ

て
い
た

の
は
、
唐

来
参

和

の
洒
落
本

『
和
唐
珍

解
』
に
見
ら

れ

る
白
話
表

現

の

一
部

に
、
『
四

鳴

蝉
』

か
ら

の
引

き
写

し
が
あ

る
、

と

い
う

も

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
以
外

の
問
題

を
取

り
扱

っ
た

も

の
と
し

て
は
、
徳

田
武
氏

に

次

の
よ
う
な

記
述

が
あ

る

〔三
)。

彼

は

『
四
声
猿

』

の
様
式

に
倣

っ
て
み
ず

か
ら
白

話
を

操

っ
た

中

国
戯
曲

体

の
作
品

を
刊

行

し
て

い
る
。
『
四
鳴
蝉

』

(明
和
人

年
、
浪
速
、
渋
川
清
右

工
門
刊
)
が

そ
れ

で
あ

る

(『中
村
幸
彦
著
述
集
』

第
七
巻
に
影
印
あ
り
)。
こ
の
作
品

の
成

立
に

は

『
四
声
猿

』
が

与

っ
て
力
が

あ

っ
た
、
と
考

え

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。
な
ぜ

な
ら

ば
、

第

一
に
、
書
名

が

シ
セ

イ

エ
ン

・
シ
メ
イ
ゼ

ン
と

近
似

し

て

い

る

こ
と

。
第

二
に
、
『
四
声

猿

』
が

前
述

し

た
よ
う

に

四
種

の
作

品

を
集

め

て
い
る

の
に
対

し
、
『
四
鳴
蝉

』

も

「借

花
記

」

「扇

芝

記
」

「移

松
記

」

「礒

鎧
記
」

と

四
種
を
収

め

て

い
る
か
ら

で

あ

る
。
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『
四
声
猿

』

と
は
、

明
代

の
文

人

・
徐

清
が
著

し
た
短
篇

戯
曲
作

品

集

の
こ
と

で
あ

り
、

現
存
最

古

の
テ
キ

ス
ト

は
、
明

・
万
暦
十

六
年

(
一
五
八

八
)
に
刊

行
さ

れ
た

も

の
で
あ

る

(四
)。
徳

田
武

氏

の

こ
の

論

文
は
、

天

明
六
年

(
一
七
八

六
)
刊

の
庭

鐘

の
読

本

『
葵
句

冊
』

第

六
篇

が

、
徐

清

の
雑
劇
集

『
四
声
猿

』
第

一
篇
を

ど

の
よ
う

に
翻

案

し
た

か
を

論
じ
た

も

の
で
あ

る
。
そ

の
末

尾
に

、
実
は

『
蕃
句

冊
』

刊

行

の
二
十

六
年
前

に
、
す

で
に
庭
鐘

は

『
四
声
猿

』

の
模
擬
作

品

で
あ
る

『
四
鳴

蝉
』

を
手

が
け

て

い
た

と

い
う

こ
と

を
述

べ

て
い
る

の
で
あ

る
。
徳

田
武

氏

は
、
『
四
鳴
蝉

』
が

『
四
声
猿

』
の
影
響

を
受

け

て

い
た
と
考

え
ら

れ
る

理
由
と

し

て
、
書

名
が

「
シ

メ
イ

ゼ

ン
」
「
シ

セ
イ

エ
ン
」
と

近
似

し

て

い
る

こ
と
、

と
も

に
四
種

の
作

品
を
収

め

て
い
る

こ
と
、

こ
の
二
点

を
挙
げ

て
い
る
。

し
か

し
、

こ

の
指
摘

に

つ
い
て
は
少

し

コ
メ

ン
ト
を
付

け
加
え

て

お
か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
ま
ず
第

一
に
、
『
四
鳴
蝉

』
に
収

録
さ

れ

て
い
る

四
作
品

は
、

「惜
花

記
」

コ
扇
芝

記
」

「移
松

記
」

「蟻

鎧

記
」

で
あ
る
が

、
『
四
声
猿

』
に
収

録
さ

れ

て
い
る

四
作
品

の
タ

イ
ト

ル
は

、

「狂
鼓

史
漁

陽

三
弄
」
「玉
禅

師
翠
郷

一
夢

」
「雌

木
蘭
替

父
従

軍
」
「女

状

元
辞

風
得
鳳

」
と

い
う
七

文
字

で
あ

り
、
「何
何

記

」
と

い
う

三
文

字

の
タ

イ
ト

ル
と
は
な

っ
て

い
な

い
。
そ
れ

に
対

し

て

『
六

十
種
曲

』

に
収

録
さ

れ

て
い
る
作

品

は
、
『
琵
琶
記

』
『
荊
銀

記

』
『
香
嚢

記
』
『
溌

紗

記
』
『
尋
親

記
』
『
千
金

記
』
『
精
忠

記

』
『
鳴

鳳
記
』
『
八
義
記

』
『
三

元

記
』
な

ど
、
六

十
種
類

の
作

品

の
ほ
と

ん
ど
す

べ
て
が

「
何
何

記
」

と

い
う

三
文
字

の
タ

イ
ト

ル

で
あ

り
、
『
四
鳴
蝉

』
に
収
録
さ

れ

た
四

作

品
と

一
致

し
て

い
る
。

つ
ま

り
、
『
四
鳴
蝉

』
所
収

の
個

々
の
作

品

は

、
『
六

十
種
曲

』
を
始

め

と
す

る
中
国
南

方

の
明
代

長
編

戯
曲

の
タ

イ

ト

ル
が

ほ
と

ん
ど
す

べ

て

「何
何

記
」

と

い
う
三

文
字

で
記
さ

れ

て

い
る

の
を
襲

っ
た

も

の
で
あ

っ
て
、

徐
潤

の

『
四

声
猿
』

を
見

倣

っ
た
も

の
で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

し
て
第

二
に
、
中

国

古
典

戯
曲

で
は
、
セ
リ

フ
と
は
別

に
、
音
楽

の
伴
奏

を

と
も
な

っ
て
、

さ

ま
ざ

ま

な
曲
牌

の
メ

ロ
デ

ィ
ー

に
乗

せ

て
歌

わ
れ

る
曲

詞
と

い
う

も

の
が
あ

る
が

、
庭

鐘

は
、
【
翠
地
錦

棺

】
【黄

龍
猿

】
【
番

卜
算

】
【粉

蝶
児

】
な

ど
、
合

計

十
四
種

類

の
曲

牌
を

使
用

し

て

『
四
鳴

蝉

』
「惜

花

記
」
を

作
詞

し

て
い
る
。

そ

し
て
、
『
四
鳴
蝉

』

「惜
花

記
」

に
使

用
さ

れ

て

い
る
十
四

種
類

の
曲
牌

の
う
ち

、
徐

滑

の

『
四
声
猿
』

に

使

用
さ

れ
て

い
る
曲
牌

と
共

通

し
て

い
る

の
は
、
わ

ず

か
に

【節

節

高

】
【
尾
声

】
と

い
う

二
種

の
み
に
と

ど
ま

っ
て

い
る
。
そ

れ
に
対

し

て
、
『
四
鳴

蝉
』
が
使

用
し

て

い
る
曲

牌

の
す

べ

て
は
、
『
六
十
種

曲
』

収
録

作
品

の
な

か
に
確

認
す

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。
『
四
鳴

蝉
』

「惜
花

記
」

を
作

詞
す

る
に
あ

た

っ
て
、

庭
鐘

は
、
『
四
声
猿

』

に
使

用
さ

れ

て

い
る
曲

牌
を

ほ
と

ん
ど
参

考

に
は

し

て
い
な

か

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ

の

こ
と

は
、
決

し
て

『
四
鳴
蝉

』

に
対

す

る

『
四
声
猿

』
の
影
響

を
否
定

す

る
も

の

で
は
な

い
が
、
『
四
声
猿

』

と

い
う
雑

劇
集

以
外

に
数
多

く

の
中
国
古

典
戯

曲
作

品
を
読

み
込
ん

で
い
な
け

れ
ば

、
『
四
鳴
蝉

』
を
作

詞
す

る

こ
と

は

で
き
な

か

っ
た

、
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『
四

声
猿

』

【
作

だ
け

の
影
響

で
、
『
四
鳴
蝉

』
と

い
う
作

品
を

完
成

さ

せ
る

こ
と
は

で
き
な

か

っ
た
と

い
う

こ
と

を
意
味

し
て

い
る
。

こ

の
ほ
か
、

こ
れ

ま

で
に

『
四
鳴
蝉

』
を

取
り
扱

っ
た
論

文
と

し

て
拙

稿

二
本
が

あ
る
が

〔五
)、
以
上
が

現
在
ま

で
に
報
告
さ

れ

て

い
る

『
四
鳴
蝉
』

関
係

記
事

の
概
略

で
あ

る
。

一

『
四
鳴
蝉

』

「惜
花

記
」

の
構
造

『
四
鳴
蝉

』
第

一
篇

「惜
花

記
」

と

い
う

作
品

は
、

わ
が
国

の
謡

曲

「
熊
野
」

を
中

国
古
典

戯
曲

風
に
漢

訳

し
た
も

の
で
あ
る
が

、

そ

の
具
体

的
な
翻

訳
方

法
に

つ
い

て
、
ま
ず

は
簡

単

に
見

て
お
き

た

い
。

謡
曲

「熊

野
」

の
本

文

は
、

〔上
ゲ

歌
〕

〔
一
セ
イ
〕

〔サ

シ
〕
な
ど

と

い

っ
た
節

を
と
も

な
う

謡

の
部

分
と

、
〔名

ノ
リ
〕

〔問
答

〕
〔着

キ

ゼ

リ

フ
〕
な

ど
と

い

っ
た
節

を

と
も
な

わ
な

い
詞

の
部
分

と
か

ら
な

り
、

一
曲
全

体
は

、
そ

れ
ぞ
れ

の
小

段
が

モ
ザ

イ

ク
状

に
組

み
合
わ

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
成

り
立

っ
て
い
る
。
『
四
鳴
蝉

』

「
惜
花

記
」

に
お
け

る
翻

訳

の
大

原
則

は
、
謡

曲

「
熊
野
」

の
節

を
と

も
な
う

謡

の
部
分

を
曲
牌

に
乗

せ

て
歌
わ

れ
る
曲

詞
と

し

て
作

詞

し
、
節

を
と

も
な
わ

な

い
詞

の
部

分
を

「白

(せ

り
ふ
)
」
と
し

て
作
詞

す
る

と

い

う

も

の
で
あ

る
。
『
四
鳴
蝉

』
の
板

本
を

実
際

に
見

れ
ば

一
目
瞭
然

な

の
で
あ

る
が

、
二
行

割
注

の
小

文
字

の
ト
書

き
を

別
と

し

て
、
節

を

と

も
な

わ
な

い
詞

に
対
応
す

る

セ
リ

フ

の
部
分

は
中

位

の
文
字

で
記

さ

れ
、

節
を

と

も
な
う
曲

詞

の
部
分

は
、
魚

尾

【

】
に
掲
げ

ら

れ

た
曲
牌

名

に
続

け

て
、

比
較
的

大

き
な

太

い
文
字

で
記
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

要
す

る

に
、
歌

が
大

文
字

、

セ
リ

フ
が
中

文
字

、
ト
書

き
が

小
文
字

と

い
う
わ

け

で
あ
る
。

た
だ

し
、

節

つ
き

の
詞
章

は
た

し
か

に
例
外
な

く

メ

ロ
デ

ィ
～
を

と
も
な

っ
た
曲

詞
と

し

て
翻

訳
さ

れ

て
い
る

の
で
は
あ

る
が

、
謡
曲

に

お
け

る
節

つ
き

の
小

段

の
ひ
と

つ
ひ
と

つ
が
、

そ
れ

ぞ
れ
個

々
の

曲
牌

に

一
対

一
に
対
応

し

て
い
る
と

い
う

わ
け

で
は
な

い
。

そ

の
こ

と

に

つ
い
て
は

、
拙
稿

「『
四
鳴
蝉

』
試

論

謡
曲

「熊

野

」
か
ら

元

明
戯
曲

風

「惜

花
記
」

へ
の
翻

訳
-

」
に

お

い
て
、
す

で
に
述

べ
た

こ
と
が

あ

る

の
で
、

そ
ち

ら
を
参

照

し

て
頂
き
た

い
。

ま

た
、
中

国
古
典

戯
曲

に

お

い
て
、

セ
リ

フ
や

歌
を
担

当
す

る
配

役

の
名

は
、

「生

」
「
旦
」
「浄

」
「
丑
」

「外
」

「末
」

「小
生

」
「
小
旦
」

な
ど

と
記
さ

れ

る

の
が

一
般

で
あ

る
が
、
『
四
鳴
蝉

』

「
惜
花

記
」
も

そ

の
例

に
な

ら

い
、
謡
曲

「熊

野
」
原

文

に
見
え

る

「
シ
テ
」
「ツ

レ
」

「
ワ
キ
」
「
ワ
キ
連

」
な

ど

の
配

役

、
つ
ま

り
具
体
的

な

役
柄

と
し

て

は
、

「
熊
野

」

「朝
顔

」

「
宗
盛
」

「従
者

」

と

い
う

四
人

の
登
場

人
物

を
、
そ

れ
ぞ
れ

「
旦
」

「小

旦
」

「生

」

「
丑
」
に
割
り

当

て

て
い
る
。

ち
な

み

に
、
『
四
鳴
蝉

』
に
お

い
て
は

、
役
者

の

「
し
ぐ

さ

」
を
あ

ら
わ
す

用
語

と

し
て

「科

」
と

い
う

文
字

が
ト
書

き
に

使
用
さ

れ

て

い

る
が

六̂
)、
明
代

以
降

の
中
国

演
劇

で
は

、
「介

」
と

い
う
語

を
用

い

る

の
が

も

っ
と
も

一
般
的

で
あ

る
。
「科

」
と

い
う
語

は
、
元
代

雑
劇
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の
常
用

語

で
あ

っ
て
、
明

代
に

は
、
使

わ
れ

な
く
な

っ
た
と

い
う

わ

け

で
は
な

い
が

、
『
琵
琶

記
』
『
涜

紗

記
』
『
玉
箸

記
』
な
ど

、
数
種

類

の
作
品

中
に
部

分
的

に
使

用
さ

れ

る
程

度

で
あ

っ
た

〔七
り。

二

作
詞
例

そ

の

一

【
節
節

高

】

『
四
.鳴
蝉

』

の
翻

訳
作
業

の
実

態
が

ど

の
よ
う
な

も

の
で
あ

っ
た

の
か
、
次

に
具
体

的

に
見

て

い
き

た

い
。
謡
曲

「熊

野
」
に

、
〔サ

シ
〕

〔
下
ゲ

歌
〕

と

い
う
節

つ
き

の
小

段

で
歌
わ

れ
る
次

の
よ

う
な

詞
章

が

あ
る

〔八
v。

〔サ
シ
」
地

春

前

に

雨
あ

つ
て
花

の
開

く
る

こ
と
早

し

秋

後

に
霜
無

う

し

て
落
葉
遅

し

山
外

に
山
あ

つ
て
山
尽

き
ず

路

中

に
路

多

う

し

て
路
窮

ま
り

な

し

シ
テ

山
青

く

山
白

く
し

て
雲
来

去
す

地

人
楽

し

み
人
愁

ふ

こ
れ
皆
世

上

の
あ

り

さ

ま
な

り

〔下
ゲ
歌
〕
地

た
れ

か
言

ひ
し
春

の
色

げ

に

の
ど

か
な

る

東

山

こ
の
部

分

の
漢

訳
は
、
『
四
鳴
蝉

』
四

丁
裏

二
行

目
以
降

に
相
当

し
、

漢
文

の
右

側
に
付
さ

れ

た
片

仮
名

の
総

ル
ビ
が

、
謡
曲

「熊

野
」

の

原
文

で
あ

る
。
謡
曲

の
原

文

は
、
ニ

セ
イ

〕
か
ら
節

が
変

わ

っ
て

〔サ

シ
〕

と

い
う

小

段
に
移

っ
て
い
る

の
で
あ

る
が

、
そ

の
詞
章

が

『
四

鳴
蝉
』

二
行

目
最

下
部

に
見
え

る

【節

節

高

】
以
下

の
曲

詞
に
対
応

し

て

い
る
。
『
四
鳴

蝉
』
の
ト
書
き

の
配
役
欄

に

「同

」
と
あ

る

の
は

、

謡
曲

の
原

文
に

「地

」
と

記
さ

れ

て
い
る

「地
謡

」
「
同
音

」
を
指

す

も

の
で
あ

る
が

、

こ

の
言

い
方
は

一
曲

を

二
人
以
上

が

同
時

に
唱
う

「
同
唱
」

と

い
う
中
国

古
典

戯
曲

の
用

語
を
使

っ
た

よ
う

に
も

思
わ

れ

る

(5
。
し
か

し
な

が

ら
、
『
六

十
種
曲

』
で
は

こ
う

い
う

場
合

、
普

通

は
合

唱

で
あ

る

こ
と
を

示
す

「合

」
、
あ

る
い
は
大

勢

と

い
う

意
味

を
あ

ら
わ

す

「衆

」
と

い
う

文
字

が
記
さ

れ

る

こ
と

が

ほ
と

ん
ど

で

あ

り
、
そ

れ
は
、

舞
台

に
上

が

っ
て

い
る
役
者

た
ち

が
皆

で
声

を
合

わ

せ

て
唱

う
と

い
う
意

味
を

あ
ら

わ
し

て

い
る
。

つ
ま
り

、
「合
」
ま

た

は

「衆

」
な

ど
と
書

い
て
し
ま
う

と

、
舞
台

で
演

じ

て

い
る
役
者

と

は
別

の
声

で
地
謡
が

唱
わ

れ
る

謡
曲
本

来

の
あ
り

方
と

は
食

い
違

っ
て
し
ま

う
た

め
、
『
四
鳴

蝉

』
の
作
者

は

そ
れ

ら

の
用
語
を

避
け

、

「
同
」
と

い
う
、
実

際

の
中

国
古
典

戯
曲

作

品
に

は
あ

ま
り

見
ら

れ

る

こ
と

の
な

い
語

を
あ

え

て
使

用

し
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

『
四
鳴

蝉
』

の
ル
ビ

の
部

分
を

見

て
み
る
と

、
次

の
よ
う
な

謡
曲

本
文

が
記
さ

れ

て

い
る
。

シ

ユ
ン
ゼ

ン

ニ
ア
メ

ア
ツ
テ
花

ノ
開
ク

ル

コ
ト

早

シ
、

シ
ウ

ゴ

ニ
シ

モ
ナ

フ

シ
テ
落
葉

ヲ

ソ

シ
、
山

外

二
山

ア

ツ
テ
山

ツ
キ
ズ
、

ロ
チ

ゥ

ニ
道

オ

ホ
フ

シ
テ
道
極

リ

ナ

シ
、

伊

藤

正
義

氏

の
注

に
よ

れ
ば

、
こ

の
詞
章

は
、
『
断

腸
集

之
抜
書

』
や

『
百
聯

抄
解

』

に
見
え

る
詩

句
を
読

み

下
し
た

も

の

で
あ

り
、
本

来

は
次

の
よ
う

な
七

言
詩

に
な

っ
て
い
た
と

い
う

(+
)。
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春
前
有
雨
花
開
早
、
秋
後
無
霜
葉
落
遅
。

山
外
有
山
山
不
尽
、
路
中
多
路
路
無
窮
。

と

こ
ろ
が

、
『
四
鳴

蝉
』
の
作
者

は

こ
の
部
分

を
漢

訳
す

る
に
あ

た

っ

て
、

こ
の
読

み
下
し
文

を
復

元
す
れ
ば

簡
単

に
得

ら
れ

る
典
拠

そ

の

ま
ま

の
漢
詩

文
を
採

用

し
な

い
。

つ
ま
り
、

春

-
前

有

二
雨

ノ多

―花

早

-
墓

ヘシ
。

秋
―
後

無

レ
霜

葉

ー
落

少

シ
。

山

外

二
山

ア
リ
山

不

レ
尽

。

路

二多

レ
シテ
路

無

レ
窮

。

こ
の
よ
う
に

訳
し

て

い
る
。

四
字

句
と

三
字
句

と
を

規
則
的

に
続

け

て
き

れ

い
な

七
言

の
詩
句

に
ま

と
め

て

い
る
も
と

の
詩
を

、
な
ぜ

『
四

鳴

蝉
』

の
作

者
は

こ

の
よ

う
な
奇

妙
な

表
現

に
作

り
替
え

な
け

れ
ば

な

ら
な

か

っ
た

の
か
。

つ
ま
り

は
、

そ
れ
が

明
代
戯
曲

の
詞
型

に
当

て
は

め
よ
う

と
す

る
作
業

だ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

中

国
古
典

戯
曲

に
お

い

て
は

、
そ

れ
ぞ
れ

の
曲
牌

に
必

ず
基

準
と

な

る

一
定

の
字

数

と
句
数

が
定

め
ら

れ

て
お

り
、
押
韻

箇

所
も
決

ま

っ
て
い
る
。

そ
う

い
う

一
句

の
字

数
、

全
体

の
句
数

、
押

韻
箇

所
、

平
灰
な

ど
を
図

解
説

明

し
た
も

の
が
、
「曲
譜

」
と

呼
ば

れ
る
も

の
で

あ

り
、

明
末

に
刊

行
さ

れ

た

『
南

詞
新

譜
』

は
、
そ

の
時
代

の
代

表

的
な

曲

譜

の

}
つ
で
あ

っ
た

(+
二
。

こ
の
曲

牌

に

つ
い
て
、
『
南

詞
新

譜
』

巻

十

二
は
、
次

の
よ
う

に
記

述

し
て

い
る
。

節

節
高

即
生
華
芽

琵
琶
記

漣
満
戯
彩
鴛
。
把
荷
翻
。
清
香
潟
下
環
珠
濃
。
香
風
扇
。

芳
沼
辺
。
閑
庭
畔
。
坐
来
不
覚
神
清
健
。
蓬
莱
聞
苑
何

足
羨
。

〔合
〕
只
恐

西
風

又
驚

秋
。

不
覚

暗
中

流
年
換

。

(頭
注
)
戯
彩
聞
苑
倶
去
上
声
、
妙
甚
、
把
字
上
声
、
尤
妙
、
不
覚
暗
中
、

作
平
平
去
平
亦
妙
、
然
此
四
字
、
用
平
平
夙
灰
亦
可
、
○

用
韻
亦
難

実
際

の
曲
譜

に

は
、
規
範

と
な

る
作
例

本

文

の
左
右

に
さ

ま
ざ

ま
な

記
号
が

付
さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
が

、
『
南

詞
新
譜

』
の
凡
例

に
よ
れ

ば

、

「
白
点
」

が
押

韻
箇

所
、

「墨
点
」

が
押
韻

を

と
も
な

わ
な

い
句

切
れ

の
位
置

を

示
し

て
い
る
と

の
こ
と

で
あ

る

(+
二
)。

「墨

点
」
は

、

こ
の
曲

牌

で
は
最
後

か
ら

二
番

目

の
句

(第

九
句

目
)

の

「秋
」

字

に

の
み
付
さ

れ

て

い
る
。

作
例

本

文

の
左

側
に

は
平
灰

を
あ
ら

わ
す

記
号
、

右
側

に

は

「板
眼

」

と
呼
ば

れ
る
特

殊
な

記
号

が
付
さ

れ
、

リ
ズ

ム
を
と

る
た

め

の

「板

(拍

子
木
こ

の
叩

き
方

が

示
さ
れ

て

い

る
。
『
南

詞
新

譜
』
の
記
述

に
よ

っ
て
、
句
型

と
韻
字

の
み
を
整

理
す

れ
ば
、
【
節
節

高

】
と

い
う

曲
牌

の
詞
型

は
次

の
よ
う
な

も

の
で
あ

っ

た
と
考

え
る

こ
と
が

で
き

る
。

[
5
。

3
。

7
。

3

。

3

。

3
。

7
。

7
。

――
7

7
。
]

(
。

は

押

韻

箇

所

、

=
以

降

は

合

唱

形

式

を

示

す

)

こ
う

い
う
字
数

の
句

を
、
こ
う

い
う

順

に
並

べ
る

の
が
、
【節
節

高

】

と

い
う

詞
型

の
定
格

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

、

こ

の
曲

譜
に

示
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

さ

て
、
さ
き

ほ
ど

の

『
四
鳴

蝉
』
の
漢
語

訳
は

、
こ

の

【節

節
高

】

と

い
う

詞
型

の
冒

頭
部
分

に

設
定

さ

れ

て
い
る

か
ら
、
[
5
。
3
。
7
。

3
。
3
。
3
。
]
と

い
う
句

型

で
作

詞

し
な
け

れ
ば
な

ら

な

い
こ
と

に
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な
る
。
こ

の
曲

律

に
し
た
が

っ
て
、
『
四
鳴
蝉

』
の
漢
語

訳

に
リ
ズ

ム

を

つ
け

て
読

む
と
す

れ
ば

、
次

の
よ
う

に
な

る

で
あ
ろ
う

。

春

前
有

雨
多
、

花

早
禁
。

秋
後
無

霜
落

葉

少
。

山

外
山

、
山

不

尽

。
路
多

路

、

(傍
点

は
韻
字

を

示
す

)

こ

の
よ
う

に
読

め
ば

、

こ

の
歌

詞
は
ぴ

た
り

と

【節

節
高

】

の
リ
ズ

ム
に
乗

せ

て
歌

い
上
げ

る

こ
と
が

で
き

る

の

で
あ

る
。
『
四
鳴
蝉

』
の

作
者

は
、

こ
の
句
型

に
適
合

さ

せ
る
た

め
に

、
謡
曲

本

文

の
読

み
下

し
文
を
復

元
す

れ
ば
簡

単

に
得
ら

れ

る

[
7

7
7
7
]
と

い
う
漢

詩

句

を
、
[
5

3
7
3

3

3
]
と

い
う
句

型

に
書

き
換
え

た

の

で
あ

っ
た

。

【節
節

高

】
の
残
り

の
部
分

、

[
7
。

7
。

――
7

7
。
]
を
定
格

と

す

る
箇

所

は
、
や

や
苦

心

の
作
と

思
わ

れ
る
。

謡
曲

本
文

に
お

い

て

は

、
こ

こ
で

「地
謡

」
か
ら

「
シ
テ
」
の
謡

に
変
化

し

て

い
る
た
め

、

『
四
鳴
蝉
』

の
方

で
も
ト
書

き

の
配
役

名
が

「同
」

か
ら

「
旦
」

に

変

わ

っ
て
い
る

。
『
四
鳴
蝉

』
に

お
け

る
役
名

の
変

化

は
、
き
わ

め

て

厳
格

な
も

の
で
あ
る
。
『
四
鳴

蝉
』

本

文
右
側

の
ル
ビ
に
、

〔旦
〕

ヤ

マ
ア

ヲ
ク

ヤ

マ
シ

ロ
ク

シ
テ

ク

モ
ラ
イ
キ

ョ
ス
、

〔同
〕
ヒ
ト

タ

ノ
シ
ミ

人
愁

フ

コ
レ
ミ
ナ

世
上

ノ
有
サ

マ
ナ

リ
、

タ

レ
カ
イ

ツ

シ

ハ
ル
ノ
イ

ロ

ゲ

ニ
長
閑

ナ

ル
ヒ
ガ

シ
山
、

と

あ

り

、

次

の

よ

う

な

訳

文

が

示

さ

れ

る

。

〔旦
〕

山
ー
青

又

白

詩

間

。

看

.
ハ
幾

―
回

雲

来

―
去

。
。

〔同
〕

人

―
楽

、.、人

―
愁

フ
時

ア
ッ
―ア往

ー
還

ス
。
」

応

―
是

春

―
色

偏

也
二
東

山

二
一。

「
山
青

又
白
間

」
と

い
う

五
字
句

は

、
【
節
節

高

】
全

体

の
詞

型
を
考

え

る
な

ら
ば
、

そ

の
前

の
二
字

「無
窮

」

と
合
わ

せ

て
規

定

の
七
文

字

に
合

致
さ

せ
よ
う

し
た

も

の
と

見
な

さ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

つ

ま

り
、
音
楽

上

の
リ
ズ

ム
と

し

て
は
、
「山

外
山
、
山

不
尽

。
路
多

路

、

無
窮

。
」

で
句

切
る

の

で
は
な

く

、

「山

外

山
、
山

不
尽
。

路
多
路

、

無
窮

山
青

又
白

間
。
」
と

い
う
読

み
方
を

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と

い

う

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
次

の
六
字

句

「看
幾

回
雲
来

去
。
」
は
、
規
定

の
七
文
字

に
合

わ
な

い
が

、

こ
れ
と

次

の

一
句

に
対
応

す

る
謡
曲

の
詞
章

は

、
伊
東

正
義

氏

の
注

に
よ
れ
ば

、
そ
も

そ
も
が

七
言

句

「山
青

山
白

雲
来

去
」

を
読

み
下

し
た

も

の
で
あ

っ
た
か

ら
、

こ
の
箇

所
を

【節
節

高

】
と

い
う

曲
牌

の
詞

型
に
合

わ

せ
る
た

め
に

は
、

七
文
字

一
句
を

七
文
字

二
句

に
引

き
伸
ば

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

そ
う

い

う
曲

律
上

の
制
約

を
受

け

て
、
作
者

は

原
作

に
は
な

い

「
看
幾

回
」

と

い
う

三
文
字

を
追
加

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
句

型
を

と

と

の
え

よ
う

と

し
た

の
で
あ

ろ
う
。

し
か

し
結

局
、
曲

律

の
規
定

通

り

の
七
字

句

で
は
な
く
破

格

の
六
字

句
に

仕
上

が

っ
て

い
る

の
は

、
作
者

が

こ

の

曲
牌

の
こ

の
箇

所

の
詞
型
を

六
字

句
と

誤
解

し

て
い
た

か
、
も

し
く

は
規
定

に

反
す

る
と
わ

か

っ
て

い
な

が
ら

定
格

の
七

字
句

と

し
て
曲

詞
を
練

り
上
げ

る

こ
と

が

で
き
な

か

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。
【節

節

高

】
の
第
人

句
目

に

「看
幾

回
、
雲
来

去
。
」
と

い
う

[
3

3
]
構

造

の
六
文
字

を
あ

て
る

の
が
曲

律

に
違

反
し
た

も

の

で
あ

る
と

い
う
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こ
と

は
、

そ

の
他

の
曲
譜

に
も

そ
う

い
う
変
格

例

は
掲
載

さ
れ

て
お

ら
ず

(+
三
)、
『
六

十
種
曲

』
『
笠
翁

伝
奇

十
種

』
な
ど

、
中
国

古
典
戯

曲

七

五
作
品

に
見
ら

れ
る

心
二
三

例
、

お
よ
び

『
四
声

猿
』

に
使

用
さ

れ

て
い
る

【節
節

高

】
の
二
例
を

調
査

し

て
み

て
も

(+
四
)、
こ
の
句

が

六
文
字

で
作

詞
さ

れ
て

い
る
例
が

な

い

こ
と

に
よ

っ
て
知

ら
れ

る
。

そ

の
次

の
、

謡
曲

本
文

、
『
四
鳴

蝉
』

の
ル
ビ
、
『
四
鳴
蝉

』

の
漢

訳
は
、

そ
れ

ぞ
れ
次

の
よ

う
に
な

っ
て

い
る
。

地

人
楽

し
み
人
愁

ふ

こ
れ
皆

世
上

の
あ

り
さ

ま
な

り

〔同
〕
ヒ
ト
タ

ノ

シ
ミ
人
愁

フ

コ
レ
ミ
ナ

世
上

ノ
有

サ

マ
ナ

リ
、

〔同
〕
人
ー
楽

、、人
―
愁

。
時
ア
ッ
テ往
-
還

。
。
」

こ

の
漢

訳
部
分

は
、
「人

の
楽

し

み
悲

し
み
は

、
時
に

は
行

っ
た

り
来

た
り
す

る
」
「悲
喜

交

々
で
あ

る
」
と

い
う
意

味

で
あ

る
か
ら

、
謡
曲

「熊
野

」
原

文

の
後

半
部

分
、
「
こ
れ

み
な
世

上

の
有

さ

ま
な
り

」
と

い
う
言
葉

は

訳
出
さ

れ

て
い
な

い
こ
と

に
な

る
。
「
人
楽

人
愁

(人
楽

し
み
人

愁
ふ

)
」
で
、
す

で
に

四
文
字
使

っ
て

い
る
か
ら

、
残
り

の
三

文
字

に

「
こ
れ
み
な

世
上

の
有
さ

ま
な

り
」
を

十
分

に
盛

り
込
む

こ

と
が

で
き
な

か

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

こ
の
漢
訳
部

分

の
最
後

、
「時
往

還
」
の
直

後

に
、
カ
ギ

括
弧

が
付

さ

れ

て
い
る

の
は
、

こ

こ
で
本
来

の
謡
曲

本

文

の
節

が

〔
サ

シ
〕

か

ら

〔下
ゲ

歌
〕

に
移

行
し

て

い
る

の
に
対
応
さ

せ
た

も

の
で
あ

る
。

漢

訳
さ

れ
た
本

文
を
曲

詞

と
し

て
考
え

る
な
ら

ば
、

こ
こ

で
は

ま
だ

引

き
続

き

【
節
節

高

】
と

い
う
曲

が
流

れ
続

け

て
い
る
は
ず

で
あ

る

か
ら
、

謡
曲

本
来

の
節
と

し

て
は
、

こ

の
ま

ま

こ

の
曲
が

続
く

の

で

は
な
く

、

こ
こ

で
音

楽
的

な
変

化
が
加

え
ら

れ

て
い
た
と

い
う

こ
と

を
記

録

し
て
お

き
た

か

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。
『
四
鳴
蝉

』
に

は
、
あ
と

数

カ
所

、

こ

の
よ
う

な
カ

ギ
括

弧
が
付

さ

れ
て

い
る
が
、

だ

い
た

い

同

じ
ょ

う
な
意

味
を

持

っ
て
い
る
。

そ

し

て
、
節

が
変

わ

っ
た

〔下
ゲ

歌
〕

の

「
句
、

地

た
れ

か
言

ひ
し
春

の
色

げ

に

の
ど

か
な

る

東

山

こ

の
部

分

を

、

『
四

鳴

蝉

』

は

、

応

i
是

春

ー
色

偏

也
二
東

山

―一
一。

と
漢

訳

し
、
規

定
通

り

の
七

字
句

で
、
【節
節

高

】
の
曲
牌

を
締

め
く

く

っ
て

い
る
。

以
上

が
、
【
節
節

高

】
と

い
う

曲
牌

を
用

い
て

お
こ
な

わ
れ

て

い
た

『
四
鳴

蝉

』
の
翻

訳
作

業

の
実
態

で
あ

る
。
要
す

る

に
、
【節

節
高

】

と

い
う

詞
型

は
、
中

国
古
典

戯
曲

の
曲

律

に
よ
れ
ば

、

[
5

・

3

・

7

・

3

・

3

・

3

・

7

・

㍗

=

7

7

・
]

と

い
う

形
式

を
定
格

と
す

る
も

の
で
あ

る
が

、
『
四
鳴

蝉
』
の
詞
型

は

、

[
5

3

7

3

・

3

3

7

∴

7
・

7
。
]

と
な
っ
て
お
り
、
も
し
も
押
韻
や
平
灰
な
ど
の
韻
律
上
の
規
則
を
度

外
視
し
て
、
字
数
規
定
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
右

の
表
に
お
い
て
傍
点
を
付
し
た
第
八
句
目
の
六
字
句
の
み
が
破
格
、

そ
れ
以
外
は
曲
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
字
数
通
り
に
作
詞
が
完
成

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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三

作
詞
例

そ
の
二

【黄
鶯
児
】

同

じ
よ
う

に
、
『
四
鳴

蝉
』

「惜

花
記

」
に
は
、
【
黄
鶯
児

】
と

い
う

曲

牌
を

用

い
て
作

詞
さ

れ
た
次

の
よ
う

な
曲

詞

が
あ

る
。

【
黄
―
鶯
-
児

】
〔旦
〕
遙

。
眺
二
.
ハ南

―
方

ノ
野

―ヲ
。

〔同
〕
大
―
悲
ノ
擁

ー
護

。

可

レ
知

翻

.―
寡

キ
,ト
。

熊

―
野

権

―
現

移

リ―
来

ルー
社

。

地

-
名

共

.同

今

-
熊

ノ
野

也
也

。
秋

ー
葉

ノ
稲

-
荷

尚

ヲ
青

キ
L
者

。リ
。
清

―
水

乗

シ
テ

レ
時

。
千

―
金

ノ
レ
価

.。

唯

ー
来

テ
可

レ
賞

.
千

-
草

ノ
雅

。

【
前

-
腔

】

〔旦
〕

山

-
風

有

レ
音

也

。

花

雪

ノ
如
已

―一-
下

ル
。

〔同
〕
君

不

ヤ
レ
見

知

.ト
ニ
深
情

一寡

キ
ヲ
。

〔旦
有

下
受
二
於
扇
上

二
―執
レ
酌
ヲ
科
上
〕
〔旦
〕
奴
―

碑
侍

シ
.ア
要
レ
執
レ
酌
ヲ
。
〔生
〕
像
喩
―
耶
舞

へ〒

了

T

曲
ヲ
―。
〔同
〕
人

-

情

都

-
是

知

,
,
レ
趣

キ
ヲ
寡

.
。

〔箪

声

発
。
旦
舞
セー

起

至
ル
レ
終

・
惜
・
レ

花

ヲ
科

ア
リ
〕

〔
旦

〕

那
。

那

。

俄
―
頂

二
春

―
雨

一
-
陣
。

打

テ
レ
花

ヲ
飛
―
散

ス
可

レ
見
。
〔生
〕
実

.
是
陣
―
雨
過
キ
ー
来
散

.
レ
花
ヲ
了
。
〔旦
〕
恨

ム
丁

行

ノ
雨

。

春

ー
雨

ヵ

〔回

涙

.
如
下

ル
。

与

レ涙

共

.―1
下

テ
白

―
桜

二潟

ク
。

誰

-
人

力
不

レ
惜

二落

-
花

【者

ア
ル
。

〔旦
有

二把

レ
筆
ヲ
写

レ宇

ヲ
科

一〕

〔生
〕
想

.―

必

ス当

レ有

レ
所
レ
言
、
取
―
将
起
来
テ
一―
看
ス
。

【
国

―
風

ー
調

】

「何

ソ
ー
棄

.錦

―
城

如

キ
レ
繍

ノー
春

。
〔旦
〕
又

―
惜

.
郷

-
里

園

-
花

.散

ヲ
。
」

〔生
〕

賦
-
得

テ有

レ
章

又
可

レ哀
ム
 
。
今
-
也
与
フ
ニ休

二
休
-
帰
ヲ
一。

早
向
ヒ
レ
東

二

去

.。

〔旦
〕
啄

。

得

カ
レ
賜

.ト
ヲ
ニ
休

-
暇

一乎

。

(
小

文

字

の
科

白

部

分

と

挿

入

句

で

あ

る

【
国

風

調

】

の
歌

詞

と

を

取

り

除

い

た

太

字
部

分
が

、

【黄

鶯
児

】

の
曲
詞

で
あ

る
)

『
南

詞
新

譜
』
巻

十

八

の
記

述

に
よ
れ
ば

、

こ

の
曲

牌

の
定
格

は
、

[
5

6
。

7
。

4
0

4
。

10

。

9
。
]

と

さ

れ

て

い

る

が

、

実

作

例

↓
六

七

例

を

検

討

し

て

み

る

と

、

も

っ

と

も

【
般

的

に

あ

ら

わ

れ

る

詞

型

は

、

[
5

6
。

7

。

4

4
。

7

――
3
。

4

5

。
]

(
――
は

、

そ

れ

以

降

の
歌

詞
が
合

唱
形
式

で
あ

る

こ
と
を

示
す

)

と

い
う
も

の
で
あ
る

こ
と
が

わ

か
る
。

実
際

、
別

の
曲

譜

『
新

定
九

宮
大

成
南

北
詞

宮
譜

』
(
一
七

四
六

年
序

)
で
は

、
こ
の
詞
型

が
定
格

と

し

て
示
さ

れ

て
い
る

(+
五
〕。

そ
れ

に
対

し

て
、
『
四
鳴
蝉

』

の

【黄

鶯
児

】
【前

腔

(前

と
同

じ
節

)
】
二
例

に
見

ら
れ

る
詞

型
は
、

曲

の

途
中

で
セ
リ

フ
が
大

量
に
挟

み
込

ま
れ

て

い
る
ば

か
り

で
な

く
、
歌

詞

の
な

か
に
も

「君

不
見

」

「唯

来
」

「呪
」

な
ど

と

い
う
襯
字

(規

定

の
字

数

以
外

に
付
加

さ

れ
る
文
字

)

が
技

巧
的

に
使

用
さ

れ

て
い

る

た
め
、

曲
牌

の
詞

型
は
非

常
に

見
に

く
く
な

っ
て

い
る
が
、

そ
う

い
う
付
随

的
な

要
素

を
す

べ

て
差

し
引

い
て
、

作
者

が
想

定

し
て

い

た

で
あ

ろ
う

【黄

鶯
児

】

の
詞
型

を
整

理
す

る
と
、

次

の
よ
う

に
な

る
。

[
5

(
4

4
)

7

4

4

7

(
4
3
)

5
]

こ

の
な
か

に
、

中
国
古

典
戯

曲

の
曲

律

に
そ

ぐ
わ
な

い
部

分

は
二
箇

所
あ

る
。
ま
ず

は
第

二
句

目
、
曲

譜

の
規

定

に
よ

れ
ば

本

来

[
6
。
]

と
あ

る

べ
き
と

こ
ろ
、

こ

の
箇
所

は

[
3

3
]

構
造

の
六
字

句

と
し
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て
作

詞
さ

れ

る
こ
と
が
普

通
な

の
で
あ

る
が

、
そ

れ
が

『
四
鳴
蝉

』

で
は

「大
悲
擁

護
。
可

知
霧
寡

。
」
「花
雪

已
下

。
君
不

見
知
深
情

寡

。
」

と

い
う

[
4
4
]

の
句

型
と

な

っ
て
い

る
点

、
そ
れ
か

ら
、
『
新

定

九

宮
大

成
南

北
詞
宮

譜
』

の
標
準

形

で
言
え
ば

、
第

七
句

目
と
第

八
句

目
、

[
3
。

4
]
と
あ

る

べ
き
と

こ
ろ
が

「清

水
乗
時

千
金

価
。
」
「誰

人

不
惜
落
花

者
。
」
と

い
う

[
4
3
]
構
造

の
七
字
句

と
な

っ
て

い
る

点

で
あ
る
。

後
者

の
例

に

つ
い

て
は
、

↓
見

『
四
鳴

蝉
』

の
詞

型

の

よ
う

に
、
[
3

4
]
の
句

型
を

二

つ
合

わ
せ

て

[
4
3
〕
と

い
う

構
造

を
も

つ
七
字

句
と

捉
え
直

し
て
も
よ
さ

そ
う

に
思
え

る
が

、
そ

し

て
、

そ

の
他

の
多

く

の
曲

牌

で
は
実

際
に

そ
う

い
う
例

が
数
多

く
見

ら
れ

る
も

の
な

の

で
あ

る
が
、

こ
と

【
黄
鶯

児

】
と

い
う

詞
型

の
こ

の
箇

所
に

限

っ
て
は
、

実
作
例

一
六

七
例
中

、

ひ
と

つ
の
例
外

も
な

く
、

こ
の
第

七
句

目

の
三
字
句

で
押

韻
さ

れ
、

一
句
に
句

切

れ
を

つ
け

て

い
る
。

こ

の
三
字
句

は
、

襯
字

の
付
加

に
よ

っ
て
、

二
、

三
文
字

数

が
増
加

す

る

こ
と

は
あ

り
う

る
が
、

こ

の
句

で
押
韻

さ

せ

て
リ

ズ

ム

に
句
切

れ
を

つ
け

る
と

い
う

特
徴

は
、
す

べ
て

の
作

品
に

お

い
て
遵

守

さ

れ
て

い
た

の
で
あ
る
。

お

そ
ら
く

こ
の
曲

を
演
奏

す

る
に
あ

た

っ
て
は
、
最

後

の
三
句

は
合
唱
形

式
を

と
る

こ
と
が

一
般

的

で
あ

つ

た

の
だ

が
、
合

唱
に

入

っ
て
か
ら
最

初

の
ワ

ン
フ
レ
ー
ズ

で
あ

る
三

字
句

で
短

く
切

っ
て
唱
う

の
が
、

こ

の
メ

ロ
デ

ィ
ー

に
も

っ
と
も

相

応

し

い
テ

ン
ポ

の
取

り
方

で
あ
り

、

こ

の
曲

牌

に
き

わ
め

て
特
徴

的

な
作

詞

の
あ

り
方

だ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
『
六

十

種
曲
』

や

『
笠
翁

伝
奇

十
種
』

な
ど

に
見

ら
れ

る
実
作

例

一
六
七
例

中
、

た
だ

一
つ
の
例
外

も
な

く
、

こ

の
三
字

句

で
押

韻

し

て
い
る

と

い
う

の
は
、
少

々
驚

く

べ
き

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
曲
牌

の
こ

の
箇

所

に
限

っ
て
は
、
[
3

4
]
と

い
う
二
句

を
連
続

さ

せ
れ
ば

七
文
宇

だ
か

ら
、

同
じ
七

文
字

の

[
4

3
]
構
造

の
字

句
に
差

し
替
え

て
も

構
わ

な

い
な

ど

と

い

っ
た
杜
撰

な

作
詞
法

は
、
本
家

中

国

の
古

典
戯

曲

に

お

い
て
は
、

ま

っ
た
く

通
用

し
な

い
も

の
の
よ
う

で
あ

る
。
言

い
換

え

れ
ば

、
『
四
鳴
蝉

』

【黄

鶯
児

】

の
第
七

句
目

に
使

用
さ

れ

た

[
4

3
]
構

造

の
七
字

句

は
州

事
実

と

し
て
、
中

国
古
典

戯
曲

の
実

作
例

に

は
あ
り
え

な

い
詞
型
だ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

 
方
、
第

二

句

目
、

定
格

と

し
て
は

[
6
。
]

と
あ

る

べ
き
詞
型

が
、

[
4

4
]

と

な

っ
て

い
る
箇
所

、

こ

の
部

分
は
、
中

国
古
典

戯
曲

作

品

の
実

作
例

一
六

七
例

の
う
ち

、
た

っ
た

一
例
だ

け
、

明

・
高

演

『
玉
箸

記
』

第

十
駒

に
、
そ

の
類
例

が
認

め
ら

れ
る
。

『
玉
箸
記

』
と

い
う
作

品

の

こ
の
曲

を
含

む
場

面

は
、
あ

る
地
方

の
名
士

(
「外

」
の
扮

す

る
張

干
湖
〉
が
、
科

挙
受

験
生

を
よ

そ
お

っ

て
、
女

貞
観

(道

教

の
尼
寺

)
に
潜

り

こ
み
、
ヒ

ロ
イ

ン

(
「
旦
」
の

扮

す

る
陳
妙
常

)

を
誘

い
、
彼
女

の
部

屋

(
「僧

房
」
)

で

一
緒

に

囲

碁

を

し
よ
う

と
そ
そ

の
か
す

、
女

は
う

す
う

す
男

の
下

心
に
感
づ

き

な

が
ら

も
、

囲
碁
を

う

つ
こ
と

に
同
意

す

る
、
と

こ
ろ

が
男

は
二
度

連

続

で
女
に
負

け

て
大
恥

を

か
く
、
と

い
う

一
場

で
あ

る
。
舞

台

で

は
、
【黄
鶯

児

】
の
メ

ロ
デ

ィ
ー

に
乗

せ

て
、

一
曲

目
を
男

が
唱

い
、
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二
曲

目
を
女

が
唱
う

と

い
う
演

出

に
な

っ
て

い
る
。

ま

た
、
曲

の
合

間
に
掛

け
合

い

の
よ
う
な

セ
リ

フ
が
細

か
く

挟

み
込
ま
れ

て
い
る
と

こ
ろ

も
、
『
四
鳴
蝉

』

の
曲
詞

に
や
や

似

て

い
る
。

【
黄
鶯

見

】
〔外
〕
花

院
手

閑
敲
。

戦
轍

秤
両

下
交
。

争
先

布
揺

装
圏
套

。
双
関

那
着
。
〔旦
]
我
輸
了
這

一
子
了
。
〔外
〕
単

敲
這
着

。

〔外
作
思
科
旦
〕
相
公
用
心
。
〔外
〕
声

遅
思

入

風
雲

巧
。
笑

山
樵

。

従

他

燗

河

。

不

識

我

根

苗

。

〔旦
〕
相
公
輸

了
。

〔外
〕
果
然
輸
了
。

還
饒

一
着
。

【前
腔
】
〔旦
〕
換
局
更
難
饒
。
伽
熱
か
櫛
秘
静
騨
騨
。
其
間
有

路
応

難

到
。

〔外
〕
待
我
点
眼
。
〔旦
〕
我
推

開

那
着
。

点
破
称

這

着
。

双
関

那
伯
伽

能
単

吊
。

笑
鳴

蝸
。

縦
横

羽
甲
。

千
局

総
徒

労

。
〔外
〕
又
是
学
生
輸
了
。
〔旦
〕
相
公
故
意
相
譲
。

(傍
点

筆
者

)

【
前
腔

】
第

二
曲

目

の
最

初

の
三
句

は
、

お
お

よ
そ
次

の
よ

う
に
意

訳
す

る
こ
と
が

で
き

る

で
あ
ろ
う

。

【前

腔

】
〔旦
〕
今
度

も
手
加

減

は

し
ま
せ

ん
よ
。
あ

な

た
は
熱

い
想

い
を
心

に
秘
め

て

い
る

の
で

し
ょ
う
が

、

私
は
冷
静

な
眼

で
局
面
全

体
を
眺

め

て
お

り
ま
す

。

私
と
あ

な

た

の
間

に
は
距

離

が
あ

り
ま
す

か
ら

、
う

ま
く
行

く

は
ず

は
あ
り

ま
せ

ん
。

い
ま
問

題
と

し

て
い
る

の
は
、
【前
腔

】
の
第

二
句

目
、
傍

点

を
付

し

た

「伽
熱

心
機

、
我
冷

眼
礁

。
」
と

い
う

八

文
字

で
あ

る
。
曲
律

の
規

定

に

し
た
が
え

ば

、
[
3
3
]
構
造

の
六
字
句

で
あ

る

べ
き
は
ず

の
と

こ
ろ
が

、

こ

の
曲

で
は

[
4

4
]

構
造

の
八
字

句

と
な

っ
て
お
り
、

文
字

の
数

だ
け

を
見

れ
ば

、
「大
悲
擁

護

。
可
知
霧

寡

。
」
「花

雪

已
下
。

君

不
見
知

深
情
寡

。
」
と

い
う

『
四
鳴

蝉
』
の
詞

型
と

一
致

し

て
い
る
。

た

だ
し

、
『
玉
管

記
』

の
こ

の
用

例
は

、
第

一
に
、

本
来

[
3
3
。
]

構
造

の
六
字
句

で
作

詞
す

る
よ
う

に
規
定

さ

れ

て
い
る

こ
と
、
第

二

に

、
【黄

鶯
児

】
と
記

さ
れ

た
第

一
曲

目

の
歌

詞

に
お

い
て
、
そ

の
第

二
句

目

が

「戦

椴

秤
、
両

下
交
。
」
と

い
う

ま
ぎ

れ
も
な

い

[
3
3
。
]

構
造

の
六
字
句

で
作

詞
さ

れ

て
い
る

こ
と
、
そ
し

て
第
三

に
、
【前

腔

】

と

記
さ

れ

た
第

二
曲

目

の
歌

詞
に

は
襯
字

と

し

て
使

用
さ

れ

る
こ
と

の
非
常

に
多

い

「伽

(あ
な

た
)
」
「我

(わ
た

し
)
」
と

い
う

文
字

が

、

こ

の
曲

の
第

四
、
五
、

六
句

目
と

同
様

に
挿

入
さ

れ

て
い

る
こ
と
、

こ
れ
ら
三

つ
の
理
由

に
よ

り
、
こ

の
句

は

[
3
3
。
]
構
造

の
定

格

に

―
文
字

ず

つ
の
襯
字

を
加
え

た
詞

型

で
あ

っ
た
と
考

え

る

べ
き

で
あ

り

、

こ
と
さ
ら

に
破
格

の
八
字
句

と

し

て
作

詞
さ

れ
た

も

の

で
は
な

か

っ
た
と

い
う
事

情
が

見
え

て
く

る

こ
と

で
あ

ろ
う

。

し
か

し
な
が

ら

、
『
玉
管

記
』

【
前
腔

】
第

二
句

目

の
こ

の
実

例

は
、

す
く
な

く

と

も

見
た

目
だ
け

は
、
『
四
鳴

蝉
』

の
詞
型

と

同
じ

[
4
4
]
構

造

の
形

式

を
も

っ
た
唯

」
の
例

と
言

う

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

る
。

と
は

い

え

、
い
ま

こ

こ
で
注
目

し

て
お
き

た

い
の
は
、
『
四
鳴
蝉

』
に
使

用
さ

れ

て

い
る
、
曲

律
に

そ
ぐ
わ

な

い
詞
型

が
、
中

国
古

典
戯

曲

の
実

作

例

―
六
七

例

の
う
ち
、

た
だ

の

一
例
だ

け

認
め
ら

れ
、

し
か
も

そ

の

作

品
が

『
玉
箸

記
』

だ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
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四

『
玉
箸
記
』
と
の
関
係

こ
れ

と
同

じ
よ
う
な

例

は
、
【
臨

江
仙

】
と

い
う

曲
牌

の
第

}
句

目

に
も

見
ら

れ

る
。
『
四
鳴

蝉
』

(三

丁
表
)

の
本
文

は
、

〔旦
臨
江
仙
〕
多
～
罪

復

.
二
数
-
言

一。
花
ー
也
毎

レ
春
開

ノ
ー
盛
也
、
逝

-
者

長

ク
不

レ還

、

唯

賜

.ト
レ
帰

ヲ
是

―
告

ク

〔生
〕

不
。

不
。
像
婦
―
人
-

家
。
無
二
剛
-
腸

一。
我

不
レ
得
レ
従

.ト
ヲ。

―
―
来
好
シ
慰

ン
レ
休
ヲ
。
同
-
車
提
-

携
詫

去
.ア看

レ
花
。
倶

.要

ス
レ
賞

ト
ニ
春

光

ヲ
 。

(傍

点

読

点

筆

者

)

と

な

っ
て

い

る

こ

と

か

ら

、

そ

の
詞

型

は

、

[
5
。

6

5

。

5

5
]

と

し
て
作

詞
さ

れ
て

い
た
と
考

え
ら

れ
る

壬
ハ〕。
と

こ
ろ
が

、
『
南

詞

新
譜

』

に
定
格

と

し
て
示
さ

れ

て
い
る

こ
の
曲
牌

の
詞

型
は
、

[
7
。

6
。

7
。

5
5
。
]

と

い
う
も

の
で
あ

る
(+
七
)。
曲

律

に
よ
れ
ば

七
字

句
と

し

て
作

詞
す

べ

き
第

 
句

目
が

、
『
四
鳴

蝉
』

で
は

「多

罪

復
数

言
。
」

と

い
う

五
字

句

で
作

詞
さ

れ

て

い
る
。

そ

し

て
、
曲

律

に
そ
ぐ

わ
な

い
そ

の
第

一

句

目

の
詞
型

と

一
致
す

る
も

の
が
、
中

国
古

典
戯
曲

の
実

作
例

七

一

例

の
う
ち
、

ま
た

ま
た

こ

の

『
玉
箸

記
』
と

い
う

作
品

に
、

た

っ
た

一
例
だ

け
使

用
さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る

(夫
)。

【
臨

江
仙

】
〔旦
上
〕
松

風
驚
枕
箪

。

琴
臆

人
坐
壺

天
。

〔浄
丑
小

旦
扮
道
姑
上
〕昼
長
日
赤
苦
煩
煎
。
看
荷
来
水
殿
。
追
燕
入
湘
簾
。

(『玉
管
記
』
第
八
駒
、
傍
点
筆
者
)

ま
た
、
【
一
勢
梅

】
と

い
う
曲

牌

の
第

二
句
目

と
第
三

句

目
に

つ
い

て
も
同

じ
こ
と
が

指
摘

で
き

る
。
『
四
鳴
蝉

』

(
八
丁
表

)
に

は
、

畳

煎

梅

】
宜

ナ
ル
―
哉

思

ヘ
ハ
レ
内

二外

-
色

ニー
顕

。
歎

-
息

頻

リ
ニシ
。傍

―
人

L
怪

ム
。

〔同
〕
罷

-
哉

罷
-
哉

世

―
帯

ノ常

。

満

」
腔

ノ歎

」
息

。

又

有

二余

歎

―。

(傍

点

筆

者

)

と

あ

り

(+
九
)、

そ

の
詞

型

は

、

[
7

(
3

3
)

7

4

4

]

と

な

っ
て

い

る

が

、
『
南

詞

新

譜

』
に

お

け

る

こ

の

詞

型

の

定

格

は

、

[
7
。

4
。

4
。

7
。

4

。

4

。
]

(第

二

、

三

句

と

第

五

、

六

句

は
対
句

形
式
)

と
さ

れ

て
い
る
。

つ
ま

り
、
本

来

は

[
4
。

4
。
]
と

い
う
対

句
形
式

で
作

詞
さ

れ
る

べ
き
箇

所
が

、
『
四
鳴

蝉

』
に

お

い
て
は
、
「嘆

息
頻

、

傍

人
怪
。
」
と

い
う

[
3

3
]
構
造

の
六

文
字

で
作
詞

さ
れ

て

い
る

の

で
あ

る
。
そ

し

て
中
国
古

典
戯

曲
作

品
中

に
、

こ

の
箇

所
が
破

格

の

六

文
字

で
作

詞
さ

れ

て

い
る
も

の
は
、

八
六
例

中
六
例

あ

り
、

そ

の

う
ち

の
二
例

が

、
や

は

り

『
玉
管

記
』
に
見
ら

れ

る
の

で
あ

る

三
±
。

【
一
煎

梅

】
〔外
上
〕
白

髪
薫
薫

今

已
老
。

帰

閑
堪
守

林
皐

。
夢

回
青
環

恋

王
朝
。

欲
報

図
労
。

且
教

子
勤

労
。

(中
略
)

【
前
腔

】

〔老
旦
上
〕
繍
窓

風

雨
促
残

年
。
鶯

花

又
遍
春

園
。
青

衿
朝
暮
喜
承
歓
。
志
在
薮
塩
。
楽
在
斑
燗
。
(『
玉
箸
記
』
第
二

勧
、
傍
点
筆
者
)

さ

ら
に
、
今

度

は
曲

詞
部
分

で
は

な

い
が

、
『
四
鳴
蝉

』
「惜

花
記

」
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の
中
間

部
に

約

二
丁
半
に

わ
た

っ
て
挿

入
さ

れ

て
い

る
間

狂
言

の
漢

訳
部
分

に
、
次

の
よ

う
な

ト
書

き
が
あ

る
。

〔浄
作

――蹟
ー
倒

叫
-
痛
ノ
科

ヲ
}喚
テ
ー
云
〕

こ

の
ト

書
き

の
な
か

の

「作

跣
倒
叫

痛
科

」
と

い
う
六

文
字
を

、
『
玉

管

記
』
第

五
勧

に
そ

の
ま

ま
見

つ
け

る

こ
と

が

で
き
る

の
で
あ

る
。

【縷

縷
金

】
〔
丑
女
人
上
〕
夫

和
子

両
分

開
。
大

家
逃

難
走
。

命

難
握

。
楡

生
井

就
死

。
不
麓

不
扮
。
天
那
。
長
途

草
滑

湿
弓
鮭

。

越
将
我

耽
待

。

〔作
跣
倒
叫
痛
科
〕

【
前
腔

】
〔旦
上
〕
行

不
上

路
途

顛
。

前
村
無

去

所
。

況
孤
単
。

没
奈
何
。
路
上
老
娘
帯
我

一
帯
。
〔作
践
科
丑
〕
方
縷
我
起
得
来
。
伽
又
跣

了
,
罷
罷
。
起
来
起
来
。
我
与
伽
同
走

一
程
。
称
往
何

方
去

。
休
教

落
難

。
〔内
鳴
耀
科
丑
〕
快
走
快
走
。
身

遭
離

乱

死
生
間
。

反
為

休

牽
絆

。
〔丑
〕
胚
。
自
古
人
生
面
不
熟
。
休
是
何
人
我
是
誰
。
〔下
旦
跣
倒

異
科
〕

(傍
点

筆
者

)

『
四
鳴

蝉
』
「
惜
花

記
」
の
中
間
部

に
挿

入
さ

れ

て
い
る
間

狂

言
に

つ

い
て
は
、

現
行

の
謡
曲

「熊

野
」

で
は

す

で
に
失

わ
れ

て

い
る
も

の

で
は
な

い
か
と

思
わ

れ
る
が

、

こ

の
部

分
は

そ

の
他

の
詞
章

の
翻

訳

と

は
性
質

を
異

に
す

る
も

の
で
あ

り
、

謡
本
な

ど

で
確
認

し
う

る
詞

章
を

対

訳
し
た

と

い
う

も

の
で

は
な
く

、
庭
鐘

が
実

際

に
能
舞
台

に

お

け
る

「熊

野

」

の
実

演
を

活
写

し
た

も

の
、

つ
ま

り
、

庭
鐘

の
、

翻

訳

で
は
な
く

純
粋

に
作

文
し
た

箇
所

で
あ

っ
た

可
能
性

が
あ

る
。

だ
と

す
れ
ば

、

こ

の
部

分
は

比
較
的

自
由

に

文
字
を

選
ぶ

こ
と
が

で

き

た

で
あ

ろ
う

か
ら
、

そ
れ

が

『
玉
箸

記
』
と

ま

っ
た
く

の
同
文

で

あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

偶
然

と

い
う

よ

り
も
む

し
ろ
、

そ

こ
か
ら

の

抜

き
書
き

で
あ

っ
た

と
考
え

る

こ
と
も

で
き

そ
う

で
あ

る
。

な

お
、

「
つ
ま
ず

い

て
倒

れ
る

」
し
ぐ

さ
を

あ
ら

わ
す

場
合

、
元
代

雑
劇

『
包

待
制
智

脈

灰
閲

記
』
第

三
折

で
は

「倣
走

欺
科

」
、
『
花
間

四
友
東

披

夢
』
第

一
折

で
は

「倣

跣
科
」
な

ど
と
記

さ

れ

三
土
)、
明
代
南

戯

『
琵

琶

記
』
第

一
齢

で
は

「放

欧
科

」
、
『
郁

郷
記
』
第

二
十

七
鮪

で
は

「笑

跣
介

」
、
『
尋
親

記
』
第

二
十

五
勧

で
は

「
実
蹟
介

」
な

ど
と

記
さ

れ

て
い
る
が

、
管

見

の
か
ぎ

り
、
『
四
鳴
蝉

』
と

『
玉
管

記
』
に
見
ら

れ

る

こ

の
六

文
字

が
、
『
元
曲

選
』
、
『
元
曲
選

外
編

』
、
『
六
十
種

曲
』
、
『
笠

翁
伝
奇

十

種
』
な

ど
、

そ

の
他

の
作

品
中

に

そ

っ
く

り
そ

の
ま
ま

使

用
さ

れ

て
い
る
例

は
、

ど

こ
に
も
存

在

し
な

い

の
で
あ

る
。

そ
れ

か
ら
、
『
四
鳴
蝉

』

「
惜
花

記
」

に
使
用

さ
れ

て
い
る
十

四
種

類

の
曲

牌

の
う
ち

、
十

種
類

も

の
曲

牌
が

『
玉
箸
記
』

に
土
ハ
通

し

て

い
る
と

い
う

こ
と
も
、

こ
の
際
注
意

し

て
お
く

べ
き

で
あ

ろ
う
。

【
翠

地
錦
撹

】

【黄

龍
濾

】

【
番
卜
算

】
【粉

蝶
児

】
【
臨

江
仙

】

【
出
隊

子

】
【
念
奴

嬌

】
【
節
節

高

】
【
甘

州
歌

】
【尾
声

=

一
煎

梅

】

【
千

秋
歳

】
【
黄
鶯

児

】
【
玉

交
枝

】

『
四
鳴

蝉
』

に
使

用
さ

れ
た

こ
れ
ら

の
曲

牌

の
う
ち

、
傍

点
を
付

し

た
も

の
が

『
玉
讐

記
』

に
も

共
通

し

て
い
る
も

の
で
あ

る

三
+
二)。

ま

た
、

中
村
幸

彦

「
唐
話

の
流

行
と
白

話
文

学
書

の
輸

入
」

に
、

彼

の

『
過

目
抄

』
に
は
、
『
牡
丹
亭

』
『
琵
琶

記
』
『
讐
金
榜

伝
奇

』
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『
西
楼

記
伝
奇

』
『
節
考

記
伝
奇

』
な
ど

の
名
や

抄

記
が
あ

る
外

に
、
『
西
廟

記
釈
義

』
(酵
蔚
の
注
か
)
、
『
玉
箸

記
釈

義
』

な

る
も

の
の

】
端

も
抄

記
し

て
い

る
。

(傍
点

筆
者
)

と
書

か
れ

て
お
り

三
+
三
)、
庭
鐘

が

『
玉
管

記
』
を

注
釈
書

に
よ

っ
て

読

み
込
ん

で

い
た
ら

し
い

こ
と

が
わ

か
る

の

で
あ

る
。

五

結
び

わ

が
国

の
謡
曲

・
歌
舞

伎

・
浄
瑠
璃

を
中

国
古
典

戯
曲

の
様
式

に

な
ら

っ
て
中

国
語

に
翻

訳
し
た

と

い
う

『
四
鳴

蝉
』
と
、
『
六
十
種

曲
』

や

『
笠

翁
伝
奇

十
種

』
な

ど

の
中

国
古
典

戯
曲

作
品

そ

の
も

の
と

を

読

み

比
べ

て

い
る
う

ち

に
気
づ

い
た

こ
と
は
、

次

の
よ
う

な
も

の
で

あ

っ
た
。
中
国

古
典

戯
曲

の
曲
律

に

そ
ぐ
わ
な

い
よ
う

に

見
え

る
『
四

鳴
蝉

』
の
曲

詞

と
同

じ
も

の
が
、
見

た
目

の
詞
型

と
し

て
は
、
『
玉
管

記
』

に
だ
け

共
通

し

て
用

い
ら

れ

て
い
る
も

の
が
あ

る

こ
と
、

十
種

類

も

の
曲

牌

が

『
四
鳴

蝉
』

と

『
玉
答

記
』
と

に
共

通
し

て

い
る

こ

と
、
ト

書
き

の
文
章

に

一
部

『
玉
箸

記
』

と

同
文

の
も

の
が

見
ら

れ

る
こ
と

、
以
上

の
事
実

か
ら

、
『
四
鳴
蝉

』
が
実

際

に
作
詞

の
手
本

と

し
て
利

用
し

て

い
た
作

品

は
、
徐
清

の

『
四
声
猿

』
と

い
う

よ
り
も

、

高
篠

の

『
玉
箸

記
』

だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ま

た

、
『
四
鳴
蝉

』
に
は
、
曲

牌

の
配

列
と

い
う

点

か
ら

見

て
も

、

中
国

の
実

際

の
作

品

に
は
あ

り
え
な

い
作

り
方

を

し
て

い
る
と

こ
ろ

が

認
め
ら

れ
る

の
で
あ

る
が
、

本
作

品

の
よ
う
な
奇

想

天
外
な

翻

訳

作
品

に
と

っ
て
は
、
中
国

の
実

作

に
あ
り

う
る

か
ど
う

か
は
さ

て
お

き
、

い

か
に
も

あ
り

そ
う

で
、
し

か
も
絶

対
に
あ

り
え

な

い
と

い
う

と

こ
ろ
に
、

作
者

の
人
知

れ

ぬ
微
苦
笑

が

漏
ら
さ

れ

て
い
た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

こ

の
作

品
が

刊
行
さ

れ

た
当
時
、

こ
れ
ほ
ど

ま

で

に

マ
ニ
ア

ッ
ク
な

知
的
遊

戯

が
ど

れ
ほ
ど

正
し
く

人
び

と
に

理
解
さ

れ

て
い
た

の
か
、
い
ま
は
問

わ
な

い
。
『
四
鳴

蝉

』
の
手

の
込

ん
だ
翻

訳
作
業

と
、

そ

の

「無
駄

な
努

力
」

を
、

後
世

の
わ
れ

わ
れ
が

皆

で

楽

し
む

こ
と

が

で
き
れ
ば

、
作
者

に
と

っ
て
本
望
な

こ
と

で
は
な

い

か
と
思

わ

れ
る
。

〈注
〉

(
こ

高
田
衛
監
修
、
稲
田
篤
信

・
木
越
治

・
福
田
安
典
編
、
江
戸
怪
異
綺

想
文
芸
大
系

二

『
都
賀
庭
鐘

・
伊
丹
椿
園
集
』
(東
京
、
国
書
刊
行
会
、

二
〇
〇

一
年
五
月
)
所
収

の
稲

田
氏
解
題
に
は
、

「
「移
松
記
」
は
近

松
門
左
衛
門
作
享
保
三
年
初
演
の
浄
瑠
璃

『
山
崎
余
次
兵
衛
寿
の
門

松
』
の
道
行

の
部
分
」

の
漢
訳
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
『
四
鳴

蝉
』
「目
録
」
に
は
、
「俗
劇

移
松
記
」
と
あ
り
、
「填
詞
引
」
中

の

「俗
劇
」
と

い
う
語
に
は

「カ
ブ
キ
」
と

い
う
左
訓
が
付
さ
れ
て
い

る
。

し
た
が

っ
て
、
作
者
は
、
浄
瑠
璃
で
は
な
く
歌
舞
伎
に
仕
組
ま

れ
た

『
山
崎
余
次
兵
衛
寿

の
門
松
』

の
道
行
部
分
を
想
定
し
て
い
た

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
四
鳴
蝉
』
「
目
録
」
は
、
浄
瑠
璃

の
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こ
と
を

「偲

偏

」
と

記

し
て
お

り
、

歌
舞

伎

を
意
味

す

る

「俗
劇

」

と

は

区
別

し

て
い
る

の

で
あ
る
。

ま

た
、

浄

瑠
璃
作

品

の
漢

訳

で
あ

る

「職

鎧
記

」

に
お

い
て
は
、

「児
ー
王

之
ー
偶

先
上

レ
台

,一臨

レ
案

二
写
―

字

ノ
科

ア
リ
」

(
二
十

丁
表

四
行

目
)

「監
―
人
官
r
明

之
―
偶

上

ル
」

(
二
十

丁
表

七

行
目

)

(傍

点
筆
者

)

の
よ

う

に
、

ト
書

き

の
な

か

で
誰

々
の

「偶

(人
形

)
」

が
登
場

す

る
と

い
う

説

明
が
加

え

ら
れ

て
い
る

の
に

対

し

て
、

「移
松

記

」

の
方

で
は
、

「浄
扮

シ
――農
-
家

二
一上

ル」

(十

六
丁

表

四
行

目
)

「生

上

ル
」

(十

六

丁
裏
九

行

目
)

(傍

点

筆
者
)

の
よ
う

に
、
人

形

で
は
な

く

、
そ

れ
ぞ

れ

の
役
者

が

何

に
扮

し

て
舞

台

に
登

場

す

る
と

い
う

こ
と

が
明

確

に
記
述

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
な

お
、

「移
松

記
」

が

歌
舞

伎
作

品
を

翻

訳
し

た
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

石
崎

又
造

『
近

世

日
本

に
於

け
る
支

那

俗
語

文
学

史
』

(三
七

四

頁

)
に
お

い

て
、
「本

邦

の
謡

曲

・
歌
舞

伎

及
浮

瑠
璃

を
繹

し

て
ゐ

る
」

(傍

点
筆

者
)

と
、
す

で
に
正

し
く

指
摘

さ

れ

て
い
た

も

の
で
あ

る
。

(
二
)
石
崎

又
造

『
近
世
日
本

に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』

(東
京
、
弘

文
堂
書
房
、

一
九
四
〇
年
十
月
)
第
五
章
第
四
節

「支
那
戯
曲
の
紹

介
」、
青
木
正
児

『
支
那
近
世
戯
曲
史
』
「本
邦
に
傳

へ
ら
れ
た
る
支

那

の
俗
謡
」

(東
京
、
弘
文
堂
書
房
、

―
九
三
〇
年
、
『
青
木
正
児
全

集
』
第
三
巻
所
収
、
東
京
、
春
秋
社
、

一
九
七
二
年
)
、
日
本
名
著
全

集

『
洒
落
本
集
』

(東
京
、
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、

一
九
二
九
年
四

月
)
山

口
剛

「和
唐
珍
解
」
解
説
、
小
池
藤
五
郎

「新
発
見
の
史
料

と
洒
落
本

「総
擁
」
」
(『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
六
巻
第
三
号
、

一
九

五
九

年

三
月
)
。

(
三
)
徳
田
武

「読
本
と
中
国
文
学
1

『
萎
句
冊
』
「吉
野
狸

々
人
間
に

遊
て
歌
舞
を
伝
る
話
」
と

『
四
声
猿
』

」

(横
山
邦
治
編

『
読
本

の
世
界
』
所
収
、
京
都
、
世
界
思
想
社
、

一
九
八
五
年
七
月
。
徳

田

武

『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説

(
日
本
書
誌
学
大
系
51
)』
第
二
部

「読
本
の
成
立
」
第
五
章

「庭
鐘
と

『
四
声
猿
』
」
再
録
、
東
京
、
青

裳
堂
書
店
、

一
九
人
七
年
五
月
)
。

(四
)
現
在
で
は
、
周
中
明
校
注

『
四
声
猿

歌
代
囎

(附
)
』
(上
海
、
上

海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
四
年

一
月
)
の
ほ
か
、
暖
紅
室
彙
刻
伝
奇

『
四
声
猿
』

(江
蘇
広
陵
古
籍
印
刻
社
、

一
九
九
五
年
五
月
重
印
)
な

ど
の
復
刻
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(五
)
拙
稿

「『
四
鳴
蝉
』
試
論

謡
曲

「熊
野
」
か
ら
元
明
戯
曲
風

「惜

花
記
」

へ
の
翻

訳

」
(『
説
話
論
集
』
第
十
集
所
収
、
大
阪
、
清

文
堂
、
二
〇
〇

一
年
七
月
)
、
拙
稿

「『
四
鳴
蝉
』
曲
律
考
」

(『
国
語

国
文
』
第
七
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
二
月
)
。

(六

)
『
四
鳴
蝉

』

(十

九
丁
裏

)

「移

松
記

」
末
尾

の

「劇
博

士

」
評

に
は

、

「科

」

の
文
字

に

「
シ

ヨ
サ

」

と

い
う
左

訓

が
付
さ

れ

て

い
る
。

(七
)
『
元
曲
選
』

(明

・
戚
晋
叔
編
、
北
京
、
申
華
書
局
、

一
九
九
六
年
印

刷
)
所
収

の

一
〇
〇
作
品
で
は
、
す
べ
て
に

「科
」
と

い
う
用
語
が

使
用
さ
れ
て
お
り
、
『
元
曲
選
外
編
』
(晴
樹
森
編
、
北
京
、
中
華
書

局
、

一
九
九
六
年
印
刷
)
所
収
の
六
二
作
品
で
は
、
楊
梓

『
功
臣
宴

敬
徳
不
伏
老
雑
劇
』
だ
け
が

「介
」
を
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
六

一
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作

品

で
は
、
す

べ
て

「科

」
と

い
う
語

が
使

用
さ

れ

て

い
る
。

一
方
、

『
六
十

種
曲

』

で
は
、

「科

」

の
み

が
使
用

さ

れ

て
い
る

も

の
は

『
幽

閨

記
』

一
作

品
、

「科

」

「介

」

が
併
用

さ

れ
て

い
る

も

の
は
十

八
作

品

、

「介
」

の
み
が
使

用

さ
れ

て

い
る
も

の
は

、
全
体

の
七
割

に
近

い

四

】
作

品

で
あ

っ
た
。

な
お

、
『
六
十

種
曲

』

所
収

の

『
玉
讐

記
』

に

お

い

て
は
、

第

一
勧

か
ら
第

十

八
髄
ま

で
は

「科

」、

第

十
九

輌

か
ら

第

三
十

三
輌

ま

で
は

「介
」

が
用

い
ら

れ

て
い

る
。

(八

)
謡
曲

「熊

野
」
本

文

の
引
用

は
、
新

潮

日
本

古
典

集
成

『
謡

曲
集

(下

)』

(東

京

、
新

潮
社

、

↓
九

八
人

年
十

月
)
に

よ
る

。
な

お

、
『
四
鳴

蝉
』

【節

節
高

】

の
冒
頭

部

分
は
、

注

(五
)

の
拙

稿

に

お

い
て
も
取

り

上
げ

た

こ
と

が
あ

る
。

(九

)
『
六

十
種

曲
』

に

お

い
て

「同
唱
」

と

い
う

語
が

用

い
ら

れ

て
い
る

の
は
、
次

の
二
例

の
み

で
あ

る
。
『
四

賢
記
』

第

十
五

勧

「
〔丑
末

同

唱
ご

、
同
第

二
十

二
餉

「
[
(浄

丑
)
同
唱
ご

。

こ
の
よ
う

に
、

「同

唱
」

と

い
う

語

は
、
舞

台

上

の
二

人

の
役
者

が
声

を
そ

ろ
え

て
唱

う
場

合

に
用

い
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
な

お
、

こ
れ
は

『
四

鳴
輝
』

「移
松

記
」

(十
九

丁
表

八
行

目
)

の
ト
書

き

に

「
〔生

旦

同
ク
ー
唱

〕
」
と

あ

る

の
と

同
じ
用

法

で
あ

る
。

(十
)
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
謡
曲
集

(下
)
』
三
九
六
頁
注
六
に
、
「『
断

腸
集
之
抜
書
』
に
、
「春
前
有
雨
花
開
早
、
秋
後
無
霜
葉
落
遅
」
、
「山

外
有
山

々
不
尽
、
路
中
路

々
無
窮
」
、

「山
青
山
白
雲
来
去
、
人
楽
人

愁
酒
有
無
」
と
見
え

(『
百
聯
抄
解
』

に
も
)
」
と
あ
る
。

(十

一
)
『南
詞
新
譜
』
は
、

[
名

『
広
輯
詞
隠
先
生
増
定
南
九
宮
十
三
調

詞
譜
』
、
明

・
沈
自
晋

(
↓
五
八
三
～

一
六
六
五
年
)
の
作
。
こ
の
他
、

明
清
時
代
に
成
立
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
曲
譜
や
そ
の
継
承
関
係
等
に

つ

い
て
は
、
周
維
培

『
曲
譜
研
究
』

(南
京
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、

―
九

九
九
年
九
月
)

に
詳
し
い
。

(十
二
)
『南
詞
新
譜
』
(京
都
大
学
文
学
部
蔵
本
)
「重
定
南
詞
全
譜
凡
例
」

「
一
遵
旧
式
」

に
、
「
○

凡
曲
。
毎
句
有
韻
有
不
韻
。
即
干
句
読
点

断
処
為
別
。
其
用
韻
者
従
白
点
。
不
用
韻
者
従
墨
点
。
間
有
不
韻
而

亦
可
用
韻
者
。
即
随
填
可
叶
二
字
干
労
。
皆
不
煩
男
標
。
其
有
字
之

不
可
用
韻
。
及
偶
用
韻
而
云
不
韻
亦
可
。
則
伽
細
標
干
上
。
不
相
混

也
。
」
(傍
点
筆
者
)
と
あ
る
。

(十
三
)
た
と
え
ば
、
『
新
定
九
宮
大
成
南
北
詞
宮
譜
』

(
一
七
四
六
年
序
)

に
は
、
曲
牌
に
よ

っ
て
は
、
定
格
と
は
別
に

「
又

一
体
」
と
し
て
変

格

の
詞
型
が
い
く

つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

(十

四
)

調
査

に
使

用

し
た

テ
キ

ス
ト

は
、

『
六
十

種
曲
』

(明

・
毛
晋

編

、

清

道

光
補
刻

刊

。
北

京
、

文
学

古
籍

出
版

社
、

一
九

五

五
年

、
全

十

二
冊
)
、

『節

孝

記
』

(高

篠

作
、

明
刊

。
『
古
本

戯
曲

叢

刊

(初
集

)』

影

印
、

一
九

五

三
年

)
、
『
院
大

鍼
戯

曲

四
種
』

(明

末
刊
。

徐

凌
雲

・

胡

金

望
点
校

、
合

肥

、
黄

山
書

社
、

―
九

九

三
年
。

門春

灯
謎

」

「牟

尼

△口
」

「双
金

榜
」

「燕

子
筆
ご

を
収

む
)
、

『
笠
翁
伝

奇

十
種
』

(『
李

漁

全
集

(修

訂

本
)
』

第

二
巻

所

収
、

杭
州

、
漸

江

古
籍

出
版

社
、

[

九

九

二
年
)
、
お
よ

び
注

(六
)
に

挙
げ

た

『
四
声

猿
』

二
種

で
あ

る
。
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(十
五
)
『
新
定
九
宮
大
成
南
北
詞
宮
譜
』

(周
祥
鉦

・
鄙
金

正
編
輯
、

一
七

四

六
年

序
、

台

北
、

台
湾

学
生

書

局
、
善

本

戯
曲
叢

刊

影
印

、

一
九

八

七
年

)
巻

五

七
、

四

五
九
七

～

四
五

九
八

頁

に
よ

る
。

(十
六
)
第

一
句
目
と
第
三
句
目
の
句
末
字

「言
」
「還
」
は
、
詩
韻
で
は

そ
れ
ぞ
れ
、
上
平
声
十
三
元
韻
、
上
平
声
十
五
刑
韻

に
属
す
る
も

の

で
あ
る
が
、

こ
の
二
韻

は
、
詞
韻
に
お
い
て
は
通
押
す
る
。

(十
七
)
【臨
江
仙
】
と
次
に
挙
げ
る

蟹

煎
梅
】
と

い
う
曲
牌

は
、
ど
ち

ら
も
同
名

の
詞
牌
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
句
型

で
あ
る
。
詞
牌
の
句
型
に

つ
い
て
は
、
王
力

『
漢
語
詩
律
学
』

(香
港
、
中
華
書
局
、

一
九
七
六

年
五
月
初
版
、
二
〇
〇

一
年

「
月
再
版
)
六
七
八
頁
参
照
。

(十
八
)

【臨

江
仙

】
第

三
句

目

に

つ
い

て
は
、

『
玉
管

記
』

に
も

、
『
四
鳴

蝉
』

と
句

型

の

}
致

す

る
作

例

を
見

い
だ

す

こ
と

が

で
き
な

い
。

(十
九
)
江
戸
怪
異
綺
想
文
芸
大
系
二

『
都
賀
庭
鐘

・
伊
丹
椿
園
集
』
所
収

の
翻
刻
は
、
句
読
を
誤

っ
て
い
る
。
「宜
哉
。
」

「罷
哉
。
罷
哉
。
」
の

三
箇
所
は
、
原
本
に
も
句
点
は
な

い
。

(
二
十
)

『
玉
箸

記
』

【
一
煎

梅

】
第

二
句

目

の

こ
の
例

は
、

[
3
3
]

構
造

で

は
な

い
が
、

六
字

句

と

い
う
点

で
は

一
致

し
て

い
る
。

『
玉
管

記
』

に
は

、

こ
の
他

に
も

=

煎

梅

】
と

い
う

曲
牌

を
用

い
た
曲
詞

が

二

例

見

ら
れ

る
が

、
そ

の
第

二
句

目

は
、

そ

れ
ぞ

れ
、

「堪

厭

風
塵
。

還

逐
風

塵
。
」

(第

九
齢

)
、

「綾
説

離
家

。

便
恨

離
家

。
」

(第

十
七

輌
)

と

な

っ
て
お
り

、
定

格

通
り

に
対

句
形

式

の
四
字

句

が
用

い
ら

れ

て

い
る
。
本
文
中
に
挙
げ
た

『
玉
讐
記
』
の
二
例
以
外
に

【
一
煎
梅
】

の
第
二
句
目
が
六
字
句

で
作
詞
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
『
三
元
記
』
第

六
酌

に
二
例
、
同
第
七
輌
に

一
例
、
同
第
十
六
齢
に

一
例
あ
る
が
、

い
ず
れ
も

[
3
3
]
構
造
の
六
字
句

で
は
な
い
。

(二
十

【
)

『
元
曲

選
』

第

三
冊

一

一
二

二
頁
、

一
二
三

九
頁

。

●

●

(二
十

二
)

た
だ

し

、
【
黄
龍

痕

】

は
、
中

国
古

典

戯
曲

で
は

【黄

龍
衰

】

と
記

さ

れ
る

の
が

通
例

で
あ

る
。

ま

た
、

『
玉
箸

記
』

第

四
餉

に

は
、

【千

秋
歳

】

と

い
う
名

も

見
え

る
が

、

こ

の
文
字

は
、

テ

キ

ス
ト
に

よ

っ
て

【千

秋
歳

引

】
と
も

【満

江

紅

】
と

も
記

さ
れ

て
い
る
箇

所

で
あ

り
、

そ

の
詞

型
も

『
四
鳴
蝉

』

の
も

の
と

は
異

な

っ
て
い

る
。

(
二
十
三
)
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
七
巻

(東
京
、
中
央
公
論
社
、

一
九

八
四
年
三
月
)
、
第

一
章

「唐
話
の
流
行
と
白
話
文
学
書
の
輸
入
」
四

九
～
五
〇
頁
に
よ
る
。
『
節
考

記
』
と
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
明

・
高

擁
作

『
節
孝
記
』
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
江
戸
怪
異
綺
想
文
芸

大
系

・
第
二
巻

『
都
賀
庭
鐘

・
伊
丹
椿
園
集
』
所
収

『
過
目
抄
』

(四

四
六
頁
)
に
、

「節
孝
記
伝
奇
」
と
見
え
る
。

(付
記
)
本
稿
は
、
平
成
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

励
費
)

に
よ
る
研
究
成
果

の

一
部
で
あ
る
。

(特
別
研
究
員
奨

(
か
わ
か
み

よ
う
す
け

・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)
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