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■
研
究
十
二
月
往
来
〈
424
〉

　  
『
申
楽
談
儀
』の
翁
故
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

竹
　
本
　
幹
　
夫

　『
申
楽
談
儀
』第
十
七
条
に
は
勧
進
猿
楽
の
舞
台
故

実
に
続
け
て
、〈
翁
〉の
故
実
が
述
べ
ら
れ
る
。
大
和

猿
楽
の〈
翁
〉の
芸
態
に
関
す
る
最
古
の
資
料
で
あ
る

が
、
意
味
不
明
部
分
が
少
な
く
な
い
。
以
下
そ
の
幾

つ
か
に
私
解
を
示
し
た
い
。
左
に『
世
阿
弥
　
禅
竹
』

の
段
落
に
従
い
本
条
の
大
ま
か
な
構
成
を
記
す
。

① 

勧
進
の
棧
敷
数

② 

棧
敷
と
舞
台
の
構
造
大
要

③ 

翁
の
装
束

④ 

面
箱
役
出
仕
の
故
実

⑤ 

翁
の
礼

⑥ 

露
払
の
舞
故
実

⑦ 

翁
の
役
者
と
大
和
猿
楽
の
新
例

⑧ 

翁
の
謡
と
翁
帰
り
故
実

⑨ 

三
番
猿
楽
故
実

⑩ 

連
座
の
輩
の
心
得

⑪ 

御
前
能
の
囃
子
方
故
実

⑫ 

面
箱
の
役
故
実

　
①
②
と
③
以
下
で
主
題
が
異
な
り
、
別
条
で
あ
っ

た
も
の
の
一
ッ
書
を
脱
落
さ
せ
た
か
に
も
見
え
る
が
、

『
申
楽
談
儀
』奥
書
に
い
う「
三
十
一
ヶ
条
」が
、
本
条

を
二
ヶ
条
と
数
え
る
と
三
十
二
ヶ
条
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
、
本
来
同
一
条
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な

い
。
⑦
に
後
述
す
る
よ
う
に
世
阿
弥
時
代
に
は
神
事

猿
楽
以
外
で
は〈
翁
〉を
舞
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
し

く
、
勧
進
猿
楽
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
従
っ
て
③
以
下
の〈
翁
〉故
実
は
、
神
事
猿
楽
で

の
上
演
を
前
提
と
し
た
教
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

記
事
内
容
に
は
庭
上
で
奏
す
る
こ
と
が
多
い
神
事
猿

楽
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
記
述
も
あ
る
。
思
う
に
今

熊
野
猿
楽
以
降
の
観
阿
弥
時
代
観
世
方
の
、
京
で
の

勧
進
猿
楽
に
お
け
る〈
翁
〉故
実
が
基
本
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
⑤
に
翁
役
の
礼
を「
橋
の
詰
め
」す
な
わ
ち
橋
懸
の

舞
台
と
の
境
目
で
行
う
と
記
す
の
は
、
舞
台
で
の

〈
翁
〉所
演
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
大
和
三
大
神
事

で
の〈
翁
〉
は
結
崎
座
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
薪

猿
楽（
両
金
堂
か
春
日
社
頭
の
翁
、
南
大
門
前
の
門

の
能
、
若
宮
拝
殿
で
の
御
社
上
が
り
の
能
、
庭
上
で

の
別
当
坊
の
能
）、
大
講
堂
で
の
多
武
峰
八
講
猿
楽
、

御
旅
所
で
の
春
日
若
宮
お
ん
祭
後
日
能
の
い
ず
れ
も

が
、
橋
懸
の
な
い
場
所（
多
く
は
地
上
）で
の
奏
演
で

あ
っ
た
。
貴
顕
の
邸
宅
の
中
庭
に
棧
敷
を
組
ん
で
演

能
す
る
例
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
は〈
翁
〉を

上
演
し
な
い
の
が
普
通
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
、
や
は

り
⑤
の
記
事
は
勧
進
猿
楽
の〈
翁
〉な
の
で
あ
る
。
な

お「
翁
の
礼
」は
、
江
戸
期
お
ん
祭
の
二
十
七
日
朝
の

薪
之
芝
舞
台
で
の
礼
や
夜
の
御
旅
所
で
の
立
合
の

〈
翁
〉に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
礼
と
同
様
に
、
扇
を
笏

の
よ
う
に
持
っ
て
立
礼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑪
は
厳
密
な
翁
故
実
で
は
な
い
が
、
御
前
能
に
お

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
鼓
や
太
鼓
を
舞
台
上
に
出
し
て

置
く
こ
と（
こ
れ
が
当
時
は
普
通
だ
っ
た
ら
し
い
）の

不
可
を
言
う
も
の
で
、
役
者
自
身（
役
人
）が
さ
り
げ

な
く
持
っ
て
出
る
べ
き
だ
と
す
る
。〈
翁
〉に
続
く
脇

能
で
は
囃
子
方
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
舞
台
を
勤
め
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
も
御
前
能
の〈
翁
〉の
場
合
の

囃
子
方
心
得
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
太
鼓
の
役
は

な
い
が
脇
能
に
は
必
ず
太
鼓
が
入
る
の
で
、
現
代

と
同
じ
よ
う
に
太
鼓
方
も
初
め
か
ら
出
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
な
お
⑪
の
末
に「
大
略
ハ
若
衆
ノ
ス
ル

也
」と
い
う
脈
絡
不
明
の
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
④

に「
翁
面
の
箱
持
こ
と
、
…
…
若
に
似
相
た
る
職
也
」

と
い
う
傍
線
部
と
類
似
の
文
言
で
あ
り
、
⑫
の「
面

箱
の
役
、
幼
き
に
は
斟
酌
せ
さ
す
べ
し
」に
掛
か
る

べ
き
注
の
混
入
と
さ
れ
る
。
面
箱
故
実
が
④
と
⑫
に

分
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
異
常
で
あ
り
、
本

来
は
バ
ラ
バ
ラ
の
記
事
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
と
き

に
、
錯
雑
し
て
こ
の
よ
う
な
配
置
に
な
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
⑥
で
、「
露
払
は
、
其
比
、
槌
大
夫
舞
し

也
。
上
手
な
れ
ば
、
脇
の
為
手
の
内
に
も
舞
ふ
と
や
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ら
ん
、
う
け
た
ま
は
り
し
也
。
二
番
続
け
て
舞
こ
と

有
。
浅
し
き
田
舎
事
也
」と
あ
る
最
初
の
傍
線
部「
其

比
」は
、前
文
に
時
代
指
定
が
な
く
、次
の
傍
線
部「
う

け
た
ま
は
り
し
」は
誰
が
誰
か
ら
承
っ
た
の
か
も
は

っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
も
観
阿
弥
時
代
の
翁
故
実
に

関
す
る
断
片
的
な
記
述
を
後
か
ら
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た

た
め
の
弥
縫
の
失
敗
例
で
あ
る
。
世
阿
弥
時
代
か
ら

「
其
比
」と
い
え
ば
観
阿
弥
時
代
に
相
違
な
い
し
、
二

番
続
け
て
舞
う「
田
舎
事
」も
い
か
に
も
古
風
で
あ
る
。

「
う
け
た
ま
は
り
し
」も
観
阿
弥
か
ら
少
年
時
代
の
世

阿
弥
が
承
っ
た
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
十
七
条
が
、
京
の
勧
進
能
で
の
翁
故
実
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
⑦
に
今
熊
野
猿
楽
の
逸
話
や
、
そ
れ
に

続
く「
当
世
、
京
中
、
御
前
な
ど
に
て
は
、
式
三
番
、

こ
と
ご
と
く
は
無
し
」の
言
葉
、
⑧
に「『
ひ
ろ
斗
や
』

の
所
を
ば
、
京
に
て
も
下
よ
り
言
ふ
べ
き
こ
と
也
」

な
ど
、「
京
」で
の
特
例
に
言
及
す
る
こ
と
も
理
解
出

来
る
。
さ
ら
に
本
条
に
は
、
完
形
の〈
翁
〉に
は
あ
る

父
尉
・
延
命
冠
者
に
関
す
る
記
事
が
一
切
な
い
。
こ

れ
は
右
の
傍
線
部
に
式
三
番
の
す
べ
て
を
演
じ
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
の
と
呼
応
す
る
。「
当
世
」と
は
こ

の
場
合
観
阿
弥
時
代
当
時
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
は
観
阿
弥
が
京
で〈
翁
〉を
上
演
す
る

場
合
の
演
出
で
、
現
代
と
同
じ〈
翁
〉の
上
演
形
式
の

起
源
は
観
阿
弥
だ
っ
た
わ
け
だ
。

　
右
に
続
く
⑦
の
文
章「
今
は
、
神
事
の
外
は
こ
と

ご
と
く
な
し
」と
い
う
の
は
、「
世
阿
弥
時
代
に
は
神

事
能
以
外
で
は〈
翁
〉が
全
く
上
演
さ
れ
な
い
」と
解

釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
勧
進
猿
楽
の
場
で
の〈
翁
〉

故
実
を
説
く
本
条
の
趣
旨
と
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
。

応
永
三
十
一
年
に
金
春
大
夫（
後
の
禅
竹
）が
勧
進
猿

楽
を
催
し
た
時
も「
式
三
番
」を
上
演
し
て
い
た
。
た

だ
し
こ
れ
は
大
夫
が
円
満
井
座
の
長
を
も
兼
任
す
る

金
春
の
特
例
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
世
阿
弥
の
率

い
る
座
で
は
、
神
事
猿
楽
以
外
は
、〈
翁
〉を
全
く
上

演
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
条
の〈
翁
〉故
実
全

体
に
あ
や
ふ
や
さ
を
残
す
記
事
が
少
な
く
な
い
こ
と

も
、「
今
は
、
神
事
の
外
は
こ
と
ご
と
く
な
し
」と
い

う
現
実
の
反
映
だ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
⑧
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

「
ひ
ろ
斗
や
」の
所
を
ば
、
京
に
て
も
下
よ
り
言

ふ
べ
き
こ
と
也
。
…
…
翁
の
入
に
も
、
面
箱
の

役
の
連
れ
て
入
べ
き
歟
。〈
重
ね
て
問
ふ
べ
し
〉
。
箱

を
ば
、式
三
番
過
て
入
べ
し
。
翁
は
、舞
果
て
ゝ
、

面
脱
ぎ
、
褄
尺
取
、
正
面
へ
礼
し
て
入
也
。

猶
々

能
々

尋
ね
べ
し
。
こ
ゝ
ら
は
、
大

か
た
、
見
し
ま
ゝ
を
記
録
す
。

右
の
文
中
、
傍
線
部
は
疑
問
形
の
文
章
に〈
　
〉で
括

っ
た
傍
注
が
付
い
て
お
り
、
次
の「
箱
を
ば
」以
下
は
、

「
入
べ
き
歟
」と
い
う
疑
問
に
対
す
る
答
え
の
よ
う
な

形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
傍
線
部
は
前
後
の
文
章
か

ら
は
浮
い
た
形
で
、
実
は
こ
の
傍
線
部
の
み
が
聞
書

筆
録
者
元
能
の
言
で
、
他
は
す
べ
て
、
割
り
注
も
含

め
世
阿
弥
の
言
葉
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
⑩
の
本
文
の
末
に
次
の
文
言
が
あ
る
。

〔
出
仕
〕役
人
等
ノ
コ
ト
ハ
、
ナ
ヲ


ヨ
ク



尋
ネ
テ
記
シ
置
カ
ル
ベ
シ
。
コ
レ
ハ
タ
ダ
見
及

ビ〔
シ
〕バ
カ
リ
也
。

右
の
中
、〔

　
〕で
囲
ん
だ
の
は
吉
田
東
伍
自
身
の
書

入
れ
た
堀
本
の
本
文
で
あ
る
。
種
彦
本
は「
出
仕
役

人
」が「
出
役
人
」、「
見
及
ビ
シ
」が「
見
及
ビ
」と
あ

る
が
、
吉
田
博
士
書
入
れ
が
正
し
い
。
問
題
は「
記

シ
置
カ
ル
ベ
シ
」で
、
こ
れ
は
世
阿
弥
の
元
能
に
対

す
る
言
葉
で
あ
り
、「
花
伝
第
六
花
修
」で
被
相
伝
者

四
郎
に
世
阿
弥
が
敬
語
を
用
い
て
い
る
の
と
同
じ
例

で
あ
る
。
要
す
る
に
世
阿
弥
自
身
も
説
明
し
き
れ
ず
、

元
能
に
自
分
で
調
べ
て
記
述
の
曖
昧
な
部
分
を
補
う

よ
う
に
と
勧
め
る
文
言
な
の
で
あ
る
。

　
先
の
⑧
の
割
り
注
を
見
る
と
、
こ
れ
も
世
阿
弥
が
、

見
知
っ
て
い
る
通
り
の
こ
と
を
述
べ
た
迄
な
の
で
、

さ
ら
に
自
分
で
調
査
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
と
解
し
う

る
。
要
す
る
に
世
阿
弥
に
と
っ
て
も
、〈
翁
〉を
演
じ

て
は
い
た
が
、
専
門
外
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
却

来
華
』
に
は〈
翁
〉
の
舞
に
つ
い
て「
其
は
別
に
口
伝

有
」と
す
る
が
、
実
技
的
記
事
で
は
あ
る
ま
い
。

　
⑩
の「
連
座
の
輩
」を『
世
阿
弥
　
禅
竹
』は「
地
謡

と
し
て
坐
り
連
な
る
面
々
」と
す
る
。
こ
の「
連
座
の

輩
」と
、
⑧
で「『
ひ
ろ
斗
や
』の
所
を
ば
、
京
に
て
も

下
よ
り
言
ふ
べ
き
こ
と
也
」と
あ
る「
下（
＝
勧
進
猿
楽

舞
台
の
下
座
）
よ
り
言
ふ
」役
と
は
、
同
じ
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ツ
レ
な
ど「
下（
＝
下
居
）
に
て
謡
」

う
役
と
は
異
な
る
。
元
々
〈
翁
〉で
は「
連
座
の
輩
」

が
同
音
部
を
合
唱
す
る
形
で
演
じ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
能
楽
研
究
所
観
世
新
九
郎
家
文
庫
蔵『
享
禄
三

年
奥
書
伝
書
』に
は
、「
ヒ
ロ
バ
カ
リ
ヤ
ト
ン
ド
ヤ
」

の
役
名
表
記
に「
座
」と
あ
る
。
座
衆
全
員
の
担
当
と

い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
古
形
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）


