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仕

形

咄

考

中

村

幸

彦

仕
形

咄

な
る

語
は

、
落

語
史

研
究

の
上

で
、

採
上

げ
ら

れ
、
今

日
に
伝

は
る
落

語

の
、
身

振

り
と

か
仕

草
と

か
称

さ
れ

る
演

出

の
、
初
期

の
試
み

と

し

て
、
問

題
と

な

つ
て
ゐ
る

。
既

に
云

は
れ

る
如

く
、

元

禄

二

年

の

「
江
戸

図
鑑

綱

目
」

や
、
同

三
年

の

「
江
戸

総
鹿

子
」

に
、
長
谷

川

町
鹿

野

武
左

ヱ
門

・
横

山

町
三
丁

目
休

慶

・
中
橋

き

や
ら
小

左

ヱ
門

・
同

四
郎

斎

な
ど

の
咄

家

の
芸

を

、

「
座

敷

仕
方

咄
」

、

「
し
か

た
咄
」

と

呼
ん

で

ゐ

る
。

そ

の
中

の

一
人
、
鹿

野
武

左

ヱ
門

の
咄
を

集

め
た

「蠣
武
左

ヱ
門

口
傳

は

な
し
」

の
序

に
あ
た

る
文
章

に
は
、

愛

に
志

賀
武

左

ヱ
門
と

て
、
は

な
し

に
す

け
る
者

あ

り

て
、
…

…

こ

ゝ

か

し

こ
と
御

伽

に
召

る

ゝ
、
あ

る
は

見
し

事
聞

し
事

、
或

は
露
跡

形
も

な

き
事

を
も

笑
舗

仕

か
た

し

て
、

は
な
し

出
る

事
危

た

ゝ
な
り

、
し

か

あ

れ
ど

、
も

と

よ
り

む
ま

れ
は

津

の
国

の
難
波

の
よ
し

あ

し

も

し

ら

ず

、
片

言
ま

じ

り
な

る
を

筆

に
ま
か

せ

て
、
か

い
や
り
…

…

と
も

あ

る
。
ま

た

同
じ

く

「
鹿

の
巻
筆
」

に
収
ま

る
咄

に
は

、
全

く
落

ち

を
伴

は
な

い
も

の
も

少
く

な

い
。

こ
れ

ら

の
演

出

は
、
仕

形

で
笑

は
せ

た

も

の
と
思

つ
て
よ

い
。

そ
し

て
江
戸

で
は
、

そ

の
後

も
、

そ

れ
は

な
し

は
、

壷
が

お
ち

、
弐

が
弁

説
、

三
が

し
か

た
、

こ
と

に
当

世

は
、

い
に
し

へ
の

そ
ろ
り

な
ど

の
噺

の
風

俗
と

は
か

わ
り

て
、

か
る

口
に
お

か
し

く

し
ど
け

な
く

、
利

を

つ
め
げ

び
た

よ

ふ
で
き

や
し

や
な

り

(元
禄
七
年

『
正
直
咄
大
鑑
」
白
之
巻
)

と

、

三
要
素

に
数

へ
ら
れ

て
、
殊

に
仕

形
が

重

ん
じ

ら
れ

た

如

く

で
あ

る

。
元

禄
期

の
江
戸

の
落

咄
が

、
仕

形
咄

と
称

さ
れ

た
前
後

の
事

情
を

、

若

干
う

か
が

つ
て
見

る
の
が

、

こ
の
小

文

の
目
的

で
あ

る
。

○

仕
方

咄
ま

た
は

「
身

振
り
」

を
意

味
す

る
仕

形

な
る
語

が
、

早
く

狂
言

に
見
え

る

こ
と
は

、
古

川
久

氏

の
、

「
狂

言
辞

典
」

以
来

、
辞

書
類

に
所

収

の
処

で
あ

る
。

こ

こ
で
も

や
は

り
掲
げ

て
見
れ
ば

、

連

の
事

に
、
仕

形

を
致

し
、
学

う

で
お

目
に
掛

ま
せ

う

(虎
寛
本
狂
言

「千

鳥
」
)

い
か
な

仕
方

咄
な

れ
ば

と

て
、
某

の
首

を
討

お
と

す
真

似
を

す
る

と

い

ふ
事

は
有
物

か

(雲
形
本
狂
言

「
空
腕
」
)

の
如

く

で
あ
る

。

こ
こ

に
問

題

は
二

つ
に

わ
か

れ
る
。

一
つ
は
、

こ
れ
ら

の
会

話

で
、
普
通

日
常

語
と

し

て
、
仕

形

・
仕
形

咄

の
語
が

使
用

さ
れ

て

ゐ
た

こ
と

。
今

一
つ
は

、
狂

言
な

る
芸
能

が

、
仕
形

・
仕

形
咄

を

、

そ
の
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演
伎

の

一
つ
に
加

へ
て
ゐ

た

こ
と

で
あ

る
。
前

者

の
、

日
常
語

と
し

て

の

使

用

は
、

江
戸
時

代

を
通

じ
、

上
方

・
江

戸

に
渡
り

、
広

く
行

は
れ

て
ゐ

る
。お

も

し

ろ
き
仕

方
咄

や
富

士

の
雪

(寛
文
五
年

「小
町
踊
」
)

「
仕

方

は
な

し
を
す

る

お
と

こ
山
」

「
莫

若
盆

有

こ
し
物

を
取

て

の
け
」

(延
宝
六
年

「物
種
集
」
)

拍

子
に
乗

て
仕

か
た

咄
し

て
ご

ざ
る

て
さ

(天
保
六
年

「増
礎
花
大
樹
」
三
)

今
此

す

い
な

よ

の
中

に

、
な

に
か

は

い
ら
ぬ

、

こ
れ
く

と
、

れ

い
ぜ

い
十

五

や
、

し
か

た

に
て
、

も

ど
か
し

が
れ
ば

、

ひ
め

君
は

や
う

く

に
心

づ
き

、

し
た
ぎ

を

ふ
は

と
う

ち
き

せ

て
、
じ

つ
と

し
め

た
る

し
た

ひ
も

は
…

…

(元
禄
三
年

「+
二
段
」
三
)

一
向

に
詞

通

ぜ
ざ
れ

ば

、
…

…
様

々
の
仕
方

し

て
も

、

わ
か

つ
べ
ふ
も

あ
ら
ざ

れ
ば

(宝
暦
十
三
年

「
風
流
志
道
軒
伝
」
三
)

な

ど

で
あ
る

。
が

こ
れ

ら

日
常

語
は

、
今

の
問
題

か

ら
は

、
省
略

し

て
よ

か

る

べ
く

、
芸

能
上

の
今

一
つ
の
問
題

に

限
る

こ
と
と

す
る

。

先

づ
落

咄
と

仕
方

咄

な
る

語

の
結

び

つ
き
は

、
武
左

ヱ
門

等

よ
り

、
更

に
早

く
、

万
治

二
年

、
京

都

で

の
刊

行
、

そ

の
名

さ

へ

「
私

可
多
咄

」

で

あ

る

こ
と

は

、

こ
れ

又
有
名

で
あ

る
が

、

や
は
り

そ

こ
か
ら

出
発

す

べ
き

で
あ
ら

う
。
編

者
中

川
喜

雲

の
序

に
は

、

酌

か

は
す

さ

ゝ
の
た

は

ぶ
れ

に
竹
冠

を

し

て
、

予
が

ひ
が

め

る
犬

の
字

を

く

は

へ

↑

笑
と
し
て
)
、

友

に
も

て
あ

そ
ば
し

め
ん

と
す

、
あ

や
ま

つ

事

は

、
も
と

ほ
ら

ぬ
舌

が

な
す
所

と

、
を

し

て
は
か

り
た

う
び

よ
、

さ

れ

ば
わ

か

ち
め
あ
ざ

や
か

な
ら
ね

ば

、
し

か
た
ぱ

な

し
に
な

ん
し

け
る

を

、

人
の
需

に
応

じ
…

…

と
あ

る
。

云

ふ
所
は

、
弁

舌
を

も

つ
て
し

て
は

、

よ
く
通

じ
難

い
処

々
は

仕

方
咄

に

し

て
見

せ

る
や
う

に
、

話
を

作

つ

て
あ

る
と

の
意

で
あ

る
。

よ

つ
て
実

際

の
作
品

に
あ

た

つ
て
見

る
。

そ

の
例

の

一
、

二
は
既

に
掲

げ

た

こ
と
が

あ
る

が

(学
燈
社
編

「落
語
の
す
べ
て
」
所
収
拙
稿

「落
語
の
文
芸
性
」
)
、

ζ

こ
で

は
他

の
例
を

引
か

う
。

昔

は
じ

め

て
茶

の
ゆ

に
行

も

の
有
、

(
…
茶

の
湯

の
作
法

は
上

座

・
下

座

が
む

つ
か

し

い
か
ら
、

人

々

の
真
中

に
居

よ

と
教

へ
ら

れ

て
…
)

す

き

や

へ
は

い
り

ぬ
る
頃

、

四
方
を

見

あ
は

せ
、

い
ろ
り

の
そ

ば

の
ま
ん

中

に
な
を

り
け

る

に
、
意
地

の
わ
ろ
き

あ

い
き

や
く
共

に

て
、
何

と
も

い
は

ず
だ

ま
り

け
れ
ば

、
亭

主
見

て
、
中

の
く

の
こ
ば

う

た
ち

は
な

ぜ

に
、
せ

い
が

ひ
く

い
そ

と
云

た

こ

こ
で
も

、
数

寄

屋

へ
入
る
所

か

ら
、
囲

痘
裡

の
所

に
座

る
ま

で
は

、
下

手

に
滑

稽

に
茶

の
湯

の
作
法

を
ま

ね

て
し

て
、
そ

の
座

し
た
様

が
、

今

日

に
も
残
る
童
遊
び
の

「中
の
く

小
坊
さ
ん
」

の
、
中
央
に
か
ゴ
ん
だ
子

供

の
如

く

に
な
る

。
そ

し

て
、
亭
主

が

よ
ろ
し

く
節

を

つ
け

て

「
…
…
な

ぜ

せ

い
が
ひ
く

い
そ
」
と

云

ひ
終

る
と
、
昔

と

今

で
は
多

少
遊

び
方
も

違

つ
て

い
た

で
あ
ら

う
が
、

大
体

「
歌

い
終

れ
ば
中

の
子
供

立
ち

て
、

ま

い

く

こ
ん
ぽ
を

な

し
、
周

囲

の
子
供

し
よ

つ

く

な

り
」

(
「日
本
児
童
遊
戯

集
」
)
の
や

う

な
仕
形

を

し

て
落

ち

る
。

即
ち
今

日
の

「
仕

形
落

ち
」

を

ね

ら

つ
た
も

の
。
も

つ
と

も
ら

し

い
茶

の
湯

の
下
手

な
型

か
ら

、

た
わ

い

な

い
童
遊

び

に
変

る
、

お
か

し
さ
を

考

へ
て

の
作

で
あ

つ
た
ら

う
。

昔

色

こ

の
み

の
男

有
、

(
…
さ
る
方

か

ら

の
き

ぬ

　
～

に
、
暗

い
う
ち

な

の
で
寝
間

着

に
し
た
紅

鹿

子

の
小

袖
を

重

ね

て
帰

つ
た
。
本

宅

で
山

の
神

に
見

つ
け
ら

れ
…
)

、

こ

の
き

る
物

は
、

い
つ
く

の
女

ら
う
め

が

わ

ん

ぼ
ぞ
と

せ
み

と
が

め
け

れ
ば

、
男

べ
に

か

の
こ

の
小

袖

み

て
お

ど

ろ

き
、
さ

て
く

そ

つ
じ

な
る

事
と
思

ひ

、
何

と
も

い
ふ

べ
き

や
う
も
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な

く

、
あ

づ
き

め
し

が
く

ひ
た

い
、

わ
れ

は
き

つ
ね

じ

や
、

こ
ん

く

く

わ

い
く

と

い

ふ
て
や

ぶ

の
中

へ
か
く

れ
た

で

は
、
狂

言

の

「
こ
ん
く

わ

い
」

の
幕

切
を
、

紅
鹿

子

の
小

袖
を

着

た

つ

も

り

で

、
し

て

見

せ
る
滑

稽
を

こ
の

作

は
指

示
し

て

ゐ
る

の
で

あ

る
。

「
私

可
多

咄
」

で
は
、

謡
曲

・
仕
舞

・
茶

の
湯

・
十

姓

香

・
源
氏

酒

・
か

る

た

・
鞠

・
香

、

さ

て
は
童
遊

び

・
童

の
所

作
な

ど
、

当
時

の
人

の
教
養

で
あ

つ
た
芸
を

あ

つ
か

つ
た
も

の
が

甚
だ

多

い
。
謡

曲

仕
舞

の
場
合

や
童

遊

び

な
ど

は
、

仕
形

と
共

に
発

声
を

し

て
聞

か
せ

る

こ
と
も
含

ま

れ

て
ゐ

る

の
で
あ

る
。
も

つ
と
も

、

こ

の
書

に

は
、

昔

法
花

宗
あ

り
、

何
も

の
に

よ

ら
ず

、

じ

ゆ

ほ
う

さ

せ
た
く

思

ひ
、

(
…
飼

猫
を

改
宗

さ

せ
よ

う
と

…
)

八
巻
を

い
た

ゴ
か
す

べ
き

と

て
、

ね

こ
を

と
ら

へ
ん

と

す

れ
ば

、

は

し
り

て
え
ん

の

下

へ
は

い
り

け

る

を

、

つ
な
と

り

て
引
ぬ

れ
ば

、
中

々
ね

こ

つ
な

に
な
り

、

い
ろ

く

し

て
み
れ

ど
も

い

で
ず
、

よ

べ
ど
も

聞

い
れ
ず
有

け

れ
ば

、

(
…

こ
れ
を

見

て
ゐ

た
人

が
、

「
そ

れ
ほ

ど
じ

や
う

が

こ
わ
く

て
は

、
は

や

ほ

つ
け

で
あ
ら

う
と

い

ふ
た
」

)

な

ど
》
普

通

の
仕

形

で
す
ま

す
も

の
も

い
く

ら

か
は
含

ま
れ

て
ゐ
る
。

し

か

し

こ

の

「
私
可
多

咄
」

な

る
書

は
、

そ

の
序
と

照
合

し

て
考

へ
る

に
、

そ

の
読
者

に
酒
席

な
ど

で
、

平
生

そ

れ
　

が
教

養

・
娯
楽

に
習

つ
て
ゐ

る
芸

を

、
仕

形

で
も

つ
て
示

す
落

咄

の
方
法

を
教

へ
る

こ
と

を
も

、

一
つ

の
目
的

と
し

た
も

の
と

考

へ
て
よ

い
。

「
私

可
多

咄
』

の
変

つ
た
教
訓

が

、
ど
れ

だ

け
実
際

に
浸

透

し
、
実

行

さ

れ

た
か

は
、
知

る

べ
く
も

な

い
が

、
上
方

で
は
落

咄
以
外

の
話
芸

に
も

仕

形
を
採

用

し

た

こ
と

は
想

像
す

る

こ
と

が
出
来

る

。

あ

ふ
ぎ

に
て
高

座
を

う

ち
た

ゝ
き

、

こ

つ
ぷ
り
う

ち

ふ
り

て
、
高
声

に

さ

け
び
給

ふ
し
か

た
を

見
た

る
ば

か
り

に

て
、

理
り
を

聞
し

ら
ね

ば

、

是

に

て
た
す

か
る

べ
き
と

も

ぞ
ん

じ
候
は

ず

(寛
文
二
年

「為
愚
擬
物
語
」
三
)

と
あ

る

の
は
、
貞

安

和
尚
と

称

す
る

説
教
僧

を

、
最
上

兵
衛

な
る

古
ば

く

ち
打

の
評

し
た
語

で
あ

る
。

こ
れ

は
作
中

の

こ
と

と
し

て
も

、
当

時
説

教

僧

な
ど
も

、

は

で
な
仕

形
咄

を
し

て
ゐ
た

一
証

で
は
あ

る
。

正
徳

五

年
上

演

の
近

松
作

「
大

経
師

昔
暦

」

に
登

場
す

る
、

太
平

記

の
講
釈

師
赤
松

梅

龍

は
、

次

の
如
く

描
写

さ
れ

る
。

あ

の
梅
龍

も
も

う

七
十

で
も
有

ふ

が
、

一
り
く

つ
有

顔
付

、

ア

ゝ
よ

い

弁
舌

、
楠

湊
川

合
戦

、
お
も

し

ろ

い
ど
う

中
、

仕
方

で
講

尺

や
ら
れ

た

所
、

本

の
和

田
の
新

発
意

を
見

る
様

な
、

い
か

ひ
兵

で
ご
ざ

つ
た

の

こ

の
赤

松
梅

龍
を

、
関

根
正

直
著

「
軍

談
落

語
源

流
」

(
「花
散
る
里
」
に
よ

る
)

所

引

「
諸
芸

目
利

咄
」

な
る

書

に
見
え

る
と

云
ふ

「
浪
花

に
梅
龍
」

と

あ
る

を
指

す
か

ど
う

か
は

問
題

が
存

す
る

が
、
仕

形

で
講
釈

を

す
る

人

物

の
存
在

し

た

こ
と
は

信
じ

て
よ

か
ら

う
。

と
す

れ
ば

、
落
咄

に
於

い
て

も

、
次

第

に
専

門

家
が
出

現

し

て
、
そ

れ
ら
も

仕
形

を
折

込
ん

だ

こ
と
は

勿
論

あ

つ
た

で
あ

ら
う

。

「
軽

口
露

が

は
な

し
」

は

、
上
方

の
専
門

家

の

は

し
り

と
も

云

ふ

べ
き
、

露

の
五
郎

兵
衛

の
著

で
あ

る

が
、

そ
れ

に
は
、

「
船

の
し
か

た
」

(巻
四
)
の
如

く

、
酒
席

で
の
不
始

末
を

、

…
か

の
手
を

さ

し
出

た
人

は
つ

か
し
く

、

て
に
は

あ
し

く

て
、
も

う
し

何

れ
も

様
、

沙
汰

は
な

ひ
事

、

此

私
が

手

は
舟

に
よ

く

似

ま

せ

ぬ
か

と

、

い

ふ
て
引

た
り

の
如

く
、

「
仕

形
落

ち
」

で
結

ん
だ

話
が

、

い
く

つ
か
目

に

つ
く
。

こ
れ

か

ら
思

へ
ば
、

他

の
咄

で
は

、

「
私

可
多

咄
』

に
見

る
、

一
々
に
仕

形
が

わ
か

る
如

く

に
作

つ
て
な

い

の
は
、

か

へ
つ
て
専

門

家

に
は
普

通
と

な

つ

て
ゐ
た

か
ら

で
あ

る
。
常

子
内

親

王

の
御

日
記
、
元

禄
十

二
年

五
月

十

五
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日
の
条

に
は

、
露

の
五

郎
兵

ヱ
を

「
き

や
う
げ

ん
も

の
ま

ね

の
も

の
」
と

称

し

(冒

本
及
日
本
人
」
第
二
三
号
所
収
森
銑
三
氏

「
露
の
五
郎
兵
衛
」)
、
宝

永

七
年

の

「
御

入
部
伽

羅
女

」
巻

五

の
挿

画

に
、

「
当

せ
い
し

か
た
も

の
ま

ね
、

よ

ね
ざ

わ
彦

八
」

と

、
そ

の
生

玉
境

内

の
席

の
貼
紙

を
示

し

て
ゐ

る

の
は
、

歌

舞

伎

な
ど

と
混

じ
た
気

味
も

あ

る

が
、
も

つ
て
仕
形

の
証
と

す
る

こ
と

が

出
来

る

(芝
罷
史
研
究
会
編

「日
本
の
古
典
芸
能
」
9
所
収
肥
田
晧
三
氏

「
大
阪
落
語
」
所

載
)
。

た
だ

し
、
上

方

で
は
落

咄
を

「
仕

形
咄

」
と

称
し

た
例

は
ま

だ
見
出

さ

れ

な

い
。
常

子
内

親

王

の
御

日
記

で
も
、

露

の
五
郎

兵
衛

と

い

ふ
名

と

り

の
か
る

く

ち
は
な

し
す

る
も

の
也

と

あ
り

、

「
伽

羅
女
」

の
そ

の
挿

画

に
も

、

か
る
く
ち
は
な
し
い
ろ
く

の
貼

紙
も

見

え
る

如
く

、

こ

の
頃

か

ら
、
宝

暦

の
頃

ま

で
も

「
軽

口
ぱ
な

し
」

と

云
ふ

の
が

、
そ

の
ま

ゝ
上
方

で
の
落

咄

の

こ
と

で
あ

つ
た

。

○

狂

言
に
既

に

、
仕
形

・
仕

形
咄

の
演
伎

が
あ

つ
た
と
す

れ
ば

、

歌
舞

伎

や
そ

れ

に
類

似

の
芸
能

に
、
そ

れ
を

と
り

入
れ

な

い
方

が
、
初

期
歌

舞
伎

と

能

・
狂
言

と

の
関
係

か

ら
見

て
、

不
思
議

で
あ
る

。

そ

の
証
を
、
無

秩

序

に
と

り
出

し

て
見
る

。

「
京

四
條

芝

居
間
数

井

名
代

之
事

」

か
ら
、

仕

形
舞

物
真

似

夷
屋

松
太

夫

(寛
文
九
年
名
代
赦
免

・
元
禄
+
三
年
名
代
譲
り
赦

免
)

仕

形
男

舞

又
太

夫

(元
禄
六
年
名
代
相
続
赦
免
)

「
松

平
大

和
守

日
記
」

(若
月
保
治
著

「近
世
荊
国
劇
の
研
究
」
所
収
)
か

ら
は

、
既

に
、

郡
司

正
勝
氏

(
「
か
ぶ
き
様
式
と
伝
承
」
)
や

諏
訪
春

雄

氏

(「元
禄
歌
舞
伎
の
研

究
」
)
が

抄
出

さ
れ

て
ゐ
る

の
で

、
注

目
す

べ
き

若
干

に
と

ゴ
め

て
お
く

。

鏡

の

上

ゆ
う
な
ん

(=
道
化
方
又
男
三
郎
兵
衛
)

(し
か
た
ま
ね
す
)

(寛
文
二
年
五
月

三
日
、
塀
町
古
伝
内
芝
居
の
内
)

し

か
た

の
鬼

庄
之
助

.
差

ヱ
門

(寛
文
+
三
年
士

万
±

二
日
・
堺
町
の
歌
舞
伎

狂
言
の
う
ち
。
歌
舞
伎
に
は

「し
か
た
の
与

一
」

・
「
し
か
た
の
津
島
詣
」
な
ど
、
題
に

「仕

形
」
の
つ
く
も
の
が
多
い
)

し

か

た

拍

子

舞

(延
宝
五
年
五
月
二
+
六
日
の

祝
義
に
薪

屋
二
郎
兵
衛
狂
言
の
う
ち
。

「永
閑
ぷ
し
に
」
と
あ
る
)

し

か

た

は

な

し
九
右
ヱ
門

(
同
八
月
十
六
日
の
奥
慰
の
・
前
島
二
郎
兵
ヱ
子
供
狂
言
の
う

ち
)

し
か

た
上
る

り

(元
禄
三
年
+
月
+
百

、
盲
人
門
弥
の
八
人
座
頭
の
芸
)

大
磯

仕
形

踊

(元
禄
四
年
六
月
+
日
、
土
佐
少
操
橘
正
勝
の
人
形
芝
居
の
う
ち
)

し

か
た
こ

ぱ

ん
吉
右
ヱ
門

(元
禄
七
年
正
月
十
八
日
・
蕃
盤
人
形
の
番
組
の
う
ち
)

し

か
た
角

田
川
惣
八
、
治
右
ヱ
門
上
る
り
語

(同
歌
舞
芝
居
の
う
ち
)

と
。
京

都

の
名
代

は

し
ば

ら
く

お

い
て
、
歌

舞
伎

、

人
形
芝

居

そ

の
他

で

も

様

々
の
仕

形
が

、
延

宝

か
ら

元
禄

へ
か

け

て
の
江
戸

で
流

行

し

て
ゐ
た

様

は

こ
れ

か
ら
想

像

で
き
る

。

内

で
道

化

の
仕
形

に

つ
い
て
は

郡

司

氏

が

、
歌
舞

伎
と

仕

形
浄
瑠

璃

の
関

係

に

つ
い
て
は

諏
訪
氏

が
、

そ

れ
　
～

演

劇
史

の
専
門

的
立

場

か
ら

の
検

討
を

さ
れ

て
ゐ

る
。
内

容
は

そ
れ

に
譲

つ
て

こ
こ

で
は
も
少

し
例

を

か

ゝ
げ

て
見

る

こ
と

に
す
る

。

「
嬉

遊
笑

覧
」

五

に
は
、

寛

文

二
年
寅

正
月

廿

日
申

渡

の
内

、
仕

形
舞

・
仕

形
説
経

・
狂

言

尽
し

の
分
、

屋
敷
方

は

不
及
申

、

町
方

に

て
も

一
切
脇

あ
り
き

仕
間

敷
候

事

(
仕

形
舞

と

い

へ
ば

、
所

作
あ

る
を

知

べ
し
)

の

一
条

を
引

用
す

る
。

こ
の
町
触

を
、

法
制
方

面

の
記
録

か

ら
、
ま

だ

見

出

し
か

ね

て
ゐ
る
が

、

こ
れ

を
信
ず

れ
ば

、
仕

形
を

も

つ
諸
芸

は
、

延
宝
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よ

り

は
更

に
早
く

寛
文

か

ら
流
行

し

て
ゐ

た

の
で
あ

る
。

「
為

愚
疫

物
語
」

の
貞

安

和
尚
も

、
流

行

の
仕

形
説

経
を

試

み
た

こ
と

に
描
写

さ

れ
た

の

で

あ
り

、
京

都

の
夷

屋

の
名
儀
も

流

行

に
応

じ

た
も

の
で
あ

つ
た

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、

そ

の
町
触

は
殆

ど
効

果

な
く

し

て

「
大

和
守

日
記
』

に
見

る
如

き
、

武
家

方

町
方

一
統

の
流
行

と
な

つ
た
。
上

方

で
も

し
か

り

で
あ

つ
た
か

。
西

鶴

の

「
世

間
胸

算

用
」

の
巻

三

の
目
次

に

は
、

「
掛

取
上
手

の
五
郎

左

ヱ
門
、

大
晦

日
に
無

用

の
仕

形
舞

」

と
題

し

て
、

ふ
る

な

の
忠

六

と

い
ふ
男

、
常

に
か

る

口
た

ゝ
き

、
町

の
芸

者
と

い
は

れ

て
、
月
待

日
ま
ち

に
、

物
ま

ね
し

て
、

人

の
気

に
入

け
る

と

云

ふ
男

を
登

場
さ

せ

て
ゐ

る
。
仕

形
舞

の

一
つ
の
説

明

に
も

な

り
、

又

軽

口
ぱ

な

し
と

、
仕
形

舞
と

の
関

係

を
も

の

ぞ
か

せ

て
ゐ
る
如

く

で
あ

る
。

宝

永

三
年

に
は

「
風
流

仕

形
舞
」

な

る
書

を
出

し

た

の
も

、
京

の
新

板

屋

戌

之
助

で
あ
る

。
目
録

題

に
は

「
付

タ

リ
座
敷

上
留

利
」

と
あ

り

、
目
録

は

、

「
物
ま

ね
」

づ
く

し

に
作

つ
て
あ
る

。
全

体

の
内
容

の
紹

介

は
長
谷

川

強
氏

の

「
浮
世

草
子

の
研
究
」

に
の
る

が
、

こ
の
作
は

、
太

郎

冠
者

が

主

君

の
前

で
、
都

の
名

所

旧
跡
を

仕
形

舞

に

て
説

明
す

る

こ
と

で
始

ま
る

。

お
も

し
ろ

の
花

の
都

や
、

筆

に
か
く

と
も

お

よ
ぱ

じ
、
東

に
は
祇

園
清

水
、

を
ち

く

る
滝

の
音

羽

の
嵐

に

、
地

主

の
桜

は

か
ず

ち
り

て
、

か
す

み
色

ど
る

新
熊

の
、
い
な

り

の
山

の
春

か

ゑ

で
、
う

づ
ら
鳴

成
深

草

の
…

な

ど
と

、
面
白

く
舞

ふ
中

に
、
仕

形
を

入
れ

た
も

の
で
あ
る

が
、

こ
れ

が

当
時

の
こ

の
所
作
を

、
幾

分

か
は

伝

へ
る
も

の
と

思
は

れ
る

。
享

保
五

年

刊

の
八
文

字

屋
本

「
役
者

色

仕
組
」

は

、
歌

舞
伎

色

の
濃

厚

な
作

柄

で
あ

る
が

、

そ

の
四
之
巻

の
目
録

は
、

「
先

々
を

語

て
廻
る
上

る

り

で
仕
形

道

行

」

と
あ

る

の
も
、

「
仕

形
舞

』

の
道

行
風

の
如

き
を

云

つ
た

の
で
も

あ

ら
う

か
。

江
戸

に
眼

を
転

じ

る
と

、
今

日
も
上

演
さ

れ

る
歌

舞
伎
十

八
番

「鳴
神
」
の
源
流

「雷
神
不
動
北
山
桜
」
は
、
寛
保
二
年
大
阪
大
西
芝
居

で
、
二
代
目
市
川
団
十
郎
が
演
じ
た
を
初
演
と
す
る
。
そ
れ
に
は
、
今
日

も
こ
の
演
技
の
中
心
を
な
す
雲
の
絶
間
姫
の
濡
の
仕
形
話
が
、
初
め
か
ら

あ

つ
た
は
ず
で
あ
る
。
出
来
る
だ
け
古
い
脚
本
を
選
ん
だ
と
云
ふ

「
癬
江

戸
文
学
叢
書
」
の

「歌
舞
伎
名
作
集

・
下
」
所
収
か
ら
引
用
す
れ
ば
、

此
う
ち
両
人
、
思
入
れ
さ
ま
　
～
あ
り
、
こ
の
う
ち
絶
間
姫
仕
方
話
し

を
立
つ
て
す
る
、
川
渡
軌
の
思
入
れ
あ
る
べ
し

で
、
こ
の
場
面
は
初
ま
る
。
そ
こ
に
こ
の
仕
形
咄
が
初
め
か
ら
あ
つ
た
と

す
る
の
は
、
そ
の
翌
三
年
、
こ
の
歌
舞
伎
の
影
響
を
う
け
て
、
豊
竹
座
で

上
演
の
浄
瑠
璃

「久
米
仙
人
吉
野
桜
」
の
絵
尽
し
に

「北
山
庵
室
の
場
」

の
説
明
が
、

ト
此
う
ち
両
人
、
思
ひ
入
れ
さ
ま
　
、
あ
り
、
こ
の
う
ち
仕
方
話
し
立

つ
て
す
る

と
書
入
れ
て
あ
る
故
で
あ
る
。
今
日
の
そ
の
場
が
、
ど
れ
程
、
寛
保
の
古

の
面
影
を
残
し
て
ゐ
る
か
知
る
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
伝
統
的
な
歌
舞
伎

の
芸
の
こ
と
で
あ
る
。
寛
保
の
面
影
を
、
そ
し
て
そ
の
作
の
更
に
源
に
あ

る
、
元
禄
十

一
年
上
演
の

「
源
平
雷
伝
記
」
の
第
三
の
く
だ
り
の
芸
を
伝

へ
る
処
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
元
禄
年
間
は
も
う
、
仕
形
の
芸
の
盛
時
で
あ

る
。
延
宝
元
禄
の
歌
舞
伎
に
お
け
る
仕
形
咄
を
今
の
十
八
番
の

「鳴
神
』

に
想
像
し
て
は
、
如
何
で
あ
ら
う
か
。

○

歌
舞
伎
な
ど
諸
芸
の
仕
形
を
想
像
し
た
の
は
、
勿
論
落
咄
の
仕
形
咄
を

想
像
す
る
為
の
も
の
で
あ
つ
た
。
「鹿
の
巻
筆
」

の
第
五
に
は
、
『鳴
神
』

の
、
そ
の
場
面
に
似
て
、
行
儀
の
悪
い
話
が
多
い
。
そ
れ
に

『
鳴
神
』
の

仕
形
を
加

へ
て
、
貞
享
の
昔
を
想
像
す
る
の
も
、
話
芸
研
究
の
方
法
と
し
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う

て
は

、
悪

く
な

い
や

う
に
思

ふ
の
だ

が
、
如

何

で
あ

ら
う

か
。

鹿

野
武
左

ヱ
門

は

、

「
口
伝

は
な

し
」

に
よ

れ
ば

、

「
も

と

よ
り
む

ま

れ
は

難
波

の
」

云

々
と

あ

つ
て
、
早
く

か

ら
大

阪

の
人
と
考

へ
ら
れ

て
ゐ

る
。

成
程

、
作
中

に
、

我

く

せ
が

れ

の
じ

ぷ
ん
よ

り
上

方

に

て
も

、
人

が

い
ふ
た

が
、
見

た

る

は

こ
れ
が

は

つ
じ

や

と
、

登
場

人
物

に
云

は
せ

た
り

(
冒

伝
は
な
し
」
)
、

奈
良

の
京

か

す
か

な
里

に

い
た
人

じ

や
さ
か

い
で
、
業

平
と

い

ふ
と

い

わ

れ
た

(
「鹿
の
巻
筆
」

・
二
)

陰
陽

和
合

の
車

の
、

わ

や
く
な

る

は
な

し

(
「
同
」
・
五
)

な

ど

、
上
方

語

を
混
じ

て
ゐ
る
処

が

か
な

り

目
立

つ
。
し

か
し

不
審
も

な

い
で

は
な

い
。

そ
れ
は

、

「
え
」

と

「
い
」

、

「
へ
」

と

「
ひ
」

の
混
清

が

、
盛

ん

に
目
立

つ
事

で
あ
る

。

数

ひ
印

な
ど

つ
け

て

後
生

に
も

と

づ
き
給

ひ

か
し

此
若

衆
を

と

ね
ら

ひ
ど
も

あ

な
た

こ
な

た
と
う

ろ

た

い
け
る

火
事

は
ま

た

ぐ
ら
じ

や

と
申

ま
す

が
、

へ
の

こ
が

ふ
ら

り
く

と
参

り

ま

す

(
こ
れ

は
、
わ

ざ
と

地

口
に

し
た

の

で
あ
る

が
、
「
ひ
」

と

「
へ
」

の
混
曝

5

一
例

と
な

る
)

こ
れ
は

、

日
本
海

に
面

し

た
地
方

の
人

々
が
知

ら
ず

に
、

又
意
識

す
る

こ

と

に

よ

つ
て
却

つ
て
混

清
す

る

こ
と

、
今

日
も

経
験

す
る
処

で
あ
る
。

彼

の
本
貫

又
は

親
達

の
本

国
が

、
そ

の
方

面

で
あ

つ
た

の

で
は

な

い
か
を

思

は

し
め

る
。

し
か

し
と
も

か
く

彼

は
、

大
阪

人
た

る

こ
と
だ

け
を
標

傍

し

て
江
戸

へ
下

つ
た

こ
と
間

違
が

な

い
。

そ
れ

で
話

に
上
方

語
を

、
わ
ざ

と

挿

入
し

た
の

で
あ

る
。
た

だ
し

こ
れ

は
、
武

左

ヱ
門
自

ら
が

、

「
鹿

の
巻

筆
」

の
原

稿
を

書

い
た
と

想
定

し

て
の
説

で
あ

る
。

と
云

ふ

の
は
、

か

ゝ

る

例

は
、

そ

の
頃

の
江
戸
版

の
咄
本

に
も
見

え

る
か
ら

で
あ

る

。
若

干

の

例

を
上

げ

る
と

、

百
姓

の
も

と

ひ
、

よ
し

あ
り

て
禅
僧

の
来

た
り

け

る
に

(
「枝
珊
瑚
珠
」

一

・
一
、

「宣
」
と
あ
っ
て
、
石
川
流
宣
の
作
の
は
ず
)

雨
を

ふ
ら

せ
給

ひ

か
し
と

い
の
る

(「同
ヒ

・
三
、
こ
れ
は

「鹿
」
と
あ
つ
て
、

武
左
ヱ
門
の
作
)

山

の
芋

は
泥
鰍

に
成

と

云
さ

か

い
た

べ
ぬ

と
云

た

(「同
」三
二

、

「宣
」
)

さ

ぷ
ら

ひ
筋

の
お

人
じ

や
さ
か

い

(
「正
直
咄
大
鑑
」
青
の
巻
・
三
、
こ
こ
は
三

つ
も

「さ
か
ひ
」
が
あ
り
、

「
鹿
の
巻
筆
」
に
も
あ
る

「
つ
け
さ
し
つ
つ
ら
」
の
例
も
あ
る
)

つ
め
さ

し
や
る

衆
者

さ
か

い

(
「同
」
青
之
巻
・
八
)

の

如

く

で
あ
る

。

こ
の
現
象

は
様

々
と

考

へ
ら
れ

る

が
、
た

と

へ
流
宣

作

と

あ

り
、

無
名

で
あ

つ
て
も

、

こ
の
特

徴

の
見

え
る
章

を
、

全
部

、
武

左

ヱ
門

の
作

と
す

れ
ば

、

「
鹿

の
巻
筆
」

と
合

せ

て
、
筋

の
通

る

こ
と

と
な

る
。
今

後

の
課

題

に
残

し

て
、

「
仕
方

咄
」

を
考

へ
る

今
は

、

こ
の

辺

で

留

め

て
お

く
。

大
阪

か
ら

下

つ
た
武

左

ヱ
門

、
ま

た
は

そ
の

一
統
は

、
折

か
ら

の
仕

形

の
芸

の
流

行

に
乗

じ

て
、
自

ら

の
落
咄

を
仕

形

の
芸
を
も

つ
て
、

口
演

し

た

。

そ
の
事

は
、

「
鹿

の
巻

筆
」

一
部

を
検
討

す

る

の

み

で

十

分

で
あ

る

。
筆
者

の
想

像
を

加
味

す

れ
ば

、
そ

の
時
、
武

左

ヱ
門

は
、
喜

雲

の

「
私

可

多
咄
」

を

想
起

し

て
、

そ
の
方

法
即

ち
前
述

し

た
、
諸

芸
能

の
仕

形
を

採

入
れ

る
方

法
を

、

そ
れ
か

ら
学

ん
だ

の

で
は
な

か
ら

う
か
。

巻

一

「
ば

ん
ど

う

や
才

六

」

(
双
六

)

〃

「
三

人
論
議

」

(将

棋

・
か

る
た

)
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巻

四

「
初

心
大
黒

舞
」

(
大

黒
舞
)

の
如
き

は
、
括

孤

の
う

ち
に

示
し

た
諸

芸

の
術
語

を
沢

山

に

入

れ

て
あ

る

。
や

は
り

し
や

ぺ
り

な
が

ら
、

そ
れ

ら
諸
芸

の
仕
形

を
試

み
た
も

の
と

思

は
れ

る
。

大
黒
舞

な

ど
は

、
そ

の

こ
と
と
歴

然

と
し

て
ゐ

る
が

、
双

六

・
将

棋

・
か
る

た
な

ど
は

、

「
私

可
多
咄

」

が
、

そ

の
仕
形

で
落

し
た

り

し

た

の
と

は
、

若
干

相
違

し

て
ゐ

る

の
は
、
武

左

ヱ
門

の
、

そ

の
諸

芸

の

理
解

に
よ

る

の
で
も

あ
ら

う
か

。
当

時

の
上
方

の
咄

本
同

様

、
当
然

の
こ

と
と

し

て
、
詳

記
し

な

か

つ
た

の
で
あ

ら
う

か
。
更

に
芝

居

の
仕
形

の
芸

を
採

用
し

た
も

の
も

あ
る

。

巻

一

「
せ
り

ふ

の
稽

古
」

巻

二

「
に
せ
屋

島
」

巻

三

「
堺

町
馬

の
顔

見
世

」

の
如

き
は

そ
れ

で
、

「
に
せ
屋

島
」

の
如

き

は
、

せ
り

ふ
を
滑

稽

に
似

せ

て
ゐ

る
処

、
後

々
の
落

咄

に
も

見
る

も

の

で
あ

る

。
そ

し

て
又
、
巻

二

「

に
せ

屋
島

」
、
巻

三

「
浅

草
観

音
梅

の
狂
歌
」

な

ど

に
は
、

前
者

は
江
戸

の
町

々
を

人
を
尋

ね

て
廻

り
、
後

者

は
、

浅
草

観
音

詣

り

の
、
地
名

や
、

景
色

を
、

リ
ズ

ム
に
の

せ
る

こ
と

の
出
来

る
文

章

で
並

べ
述

べ
て
あ
る

。

こ
れ

は
前
述

し

た
、

「
仕
形

舞
」

「
仕
形

道
行

」

の
身
振

り
を

試

み
な
が

ら

、
節

を

つ
け

て
詠
じ

た
も

の
と

見

て
よ

い
。

こ
の

「
鹿

の
巻

筆
」

の
挿

画

に
は

、
歌

舞
伎

役
者

や
操

人
形

芝

居

の
関

係
者

が

、
登
場

す

る
。

こ
れ

ら

の

人

々
は

、
武

左

ヱ
門

の
座
敷

咄
と

相
伴

つ
て
、
武

家
方

町
方

へ
出

入

し

た

人

々
で
あ

つ
て
、
彼

ら

と

の
間

に
芸

の
交
流

が

あ

つ
た

こ
と

も

、
十

分

に
考

へ
て
よ

い
。
勿
論

、

普
通

の
仕

形
も

多

い
。

し
か

し
前
述

し

た
落

ち

の
な

い
も

の
は

、
仕

形
を

主

に
し

て
、
演

じ

た

の
で
あ
る

。
た

だ
し

、

武
左

ヱ
門

は

、
そ

れ

の
み

の
芸

で
は

な
く
、

愛

に

は
な

し

の
武

左

ヱ
門
と

い
ふ

て
、

ふ

る
な

の

べ
ん

ぜ

つ
を
も

つ
て

は
な

し

に
目
連

の

し
ゆ
ず

を

え
た
り

、

一
休

の
軽

口
を
ま

な
び

、
竹

斎

が
を

ど
け
ば

な

し
、

そ

ろ
り
が

と
ん

さ
く

の
言
葉

に
ま

さ

り
た

り
と

て

(
「正
直
咄
大
鑑
」
赤
之
巻
)

と

云

つ
た
、
多

分

に
仲

間
誉

め

の
気
味

が
あ

る
が

、
豊

か
な
才

能

を

そ
な

へ
て
ゐ

た
と

の
評
も

あ

る
。

し
か

し
そ

の
仕
形

を
芸

の
特

色
と

し

た
故
を

も

つ
て
、
彼

ら
自

ら

が
、

そ
の
落

咄

し
に
付

し
た

か
、
聴

衆

の
方

で
称

し

馴

し
た
か

、
早

く
も

仕

形
咄

の
称

が

一
般
的

に
な

つ
て
行

つ
た
。

そ
れ

は

「
江

戸
総

鹿

子
」

な

ど
に
見

る
処

で
あ

る
が

、
そ

れ
は
何

時
頃

か

ら

で
あ

つ
た
ら

う
か

。

こ

ゝ
に
面
白

い
例

が
あ

る
。

延

宝

四
年

の

「
江
戸

両
吟

集
」

の
付

句

、

ひ
と

か

い
あ
ま

り
す

み
よ

し

の
松

桃

青

淡
路

島
仕

形
ぱ

な

し

の
余

所

に
み

て

信

章

と

も
呼

鳥

の
笑

ひ
ご

ゑ
な
る

桃

青

で

、
信
章

素
堂

の
淡

路
島

の
句

は
、

住
吉

の
松

の
大
木

を

一
か

ゝ
え

余
り

と
、

両
手

を
広
げ

た
仕
形

で
、

こ
れ

は

「
仕
形

ぱ
な

し
」

の

日
常
普

通

の

意

味

で
付

け

た
も

の

で
あ

る

。
淡
路

島
を

余
所

に
見

る

の
は
、

住
吉

の
海

岸

の
遠
景

を
あ

し
ら

つ
た

の
み
。
そ

れ

に
付

け

た
桃
青

芭
蕉

の
句
は

、
淡

路
島

に
対

し
と

も
呼

び
か

ふ
千
鳥

を
も

つ
て
付

け
た

の
だ

が
、

こ

こ
の
笑

ひ
が
笑

を

呼
ん

で
、

ど
よ

め
き

の
笑
声

と

な

つ
た

「
仕

形
ぱ

な

し
」
は

、

当

時
江

戸

で
評

判

の
新

落
咄

の
、

仕
形

咄

の
席

の

こ
と

と

理
解

し
な
け

れ

ば

、
打

越

し
と

の
変
化

が

な

い
。

芭
蕉

の
付

句
は

、
既

に
延

宝
四

年

に
江

戸

に
仕

方
咄

の
落

咄

の
あ

つ
た

こ
と

を
知

ら
せ

て
く
れ

る
。

も

し
鹿
野

武

左

ヱ
門

を
も

つ
て
江
戸

の
仕

形
咄

の
元
祖

と

す
れ
ば

、
彼

が
大

阪

か
ら

下

つ
た

の
は
、

そ
れ

よ
り

以
前

、
先

づ
は
延

宝
極

初
と

な

る
で
あ

ら
う

。

○
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そ

れ
か

ら
江

戸

で
は
、
落

咄

即
ち

仕
形

咄

と
す

る
風

が
、
長

く
続

い
た

や
う

で
あ

る
。
安

永

二

・
三
年

、
仕

形
を

絵

入

で
示

し

た

「
仕

形
噺

口
拍

子
」

初
ー

四
編

な
る

、
創
作

小
咄

本

さ

へ
出

て
ゐ
る

の

で
あ
る

。
し

か
し

幕

末

に
は
、

な

ほ
社

地

に

は
、

「
仕
形

能
」

な

ど
、
杜

絶

し
勝

ち
な

が
ら

あ

つ
た
と
は

い

へ

(守
貞
漫
稿
)
、
仕

方
咄

は

遠

い
昔

に
な

つ
た

の
か
。

文

化
十

四

年
刊

の

「
仕

形

は

や
し

や

つ
て
御
覧

」

は

、

十

返
舎

一
九

作

、
勝

川
春
亭

画

の
合

巻
。

毎
頁

開
き

に
、
落
咄

を

一
つ
づ

つ
の
せ

、
そ

の
登
場

人
物

の
、
茶

番

さ
な

が
ら

の
お

ど
け

た
仕

形

の

一
場

面
を

画

い

て

加

へ
た
も

の
で
あ

る
。
文

政

四
年

刊

の

「
仕

形
落

語

工
風
智

恵
輪
」

(
柱

刻

「
し

か
た

は
な

し
」

、
尾
題

「
仕
形
ぱ

な

し
」

)
は

丁
度

即
席

の
茶

番

の
如

く
、

手
軽

な
扇

、
本

、
箸

、
煙

管
、
手

ぬ
ぐ

ひ

の
如

き
も

の
を

使

用
し

て
、
登
場

人

物

に
相

当

し

た
姿

や

動
き

を
作

り
な

が
ら

、
咄

を
落

に
も

つ

て
ゆ
く
も

の
で
、
共

に
落

咄

の
上

に
、

別

の
趣
向

を
加

へ
た
も

の
と
な

つ

て

ゐ
る
。

か

つ
て
の
名
稻

の
み
を

応

用
し

た
、
新

趣

の
も

の
で
あ

つ
た
。

其

も

の
と
少

シ
稽

古

の
こ
と
が

ご
ざ

り

ま
し

て
、

只
今
私

と

そ

の
仕

形

噺

を

い
た

し
ま
す

所

(文
政
八
年

「花
暦
八
笑
人
」
初

・
下
)

と

あ

る

の
は
、
茶

番

の
仕
形

(立

廻

り
)

の
相

談
と

云

ふ
別

の
意

の
や
う

で
あ
る

。

.

そ
し

て

こ
こ
に

一
言
附

し

て
お
く

べ
き

こ
と

が
あ

る
。
元

禄
期

に
起

つ

た

こ
の
仕
形

咄

の
仕

形
が
、

狂

講

の
方

へ
も

移

入
さ
れ

て
、

あ

の

「
む

ら

さ
き

の
ゆ

か
り
」

や

「
宝
暦

雑

録
」
な

ど

に
詳
細

に
描

写
さ

れ
る
志

道

軒

の
芸

に
な

つ
た
。

そ

の

こ
と

な

ど
を
も

合

せ
考

へ
る
と

、
元

禄

の
仕
形

咄

は

今

日

の
東
京

古

典
落

語

に
見

る
や
う

な
洗

練
さ

れ

た
身

振

の
如

く

で
は

な

か

つ
た
ら

う
と

云

ふ

事

で
あ

る
。

む
し

ろ
上
方

落

語

の

そ
れ

の

や
う

に
、
動

き

の
多

い
、

又
動
き

の
大

き

い
、

は
で
な

も

の
で
は

な
か

つ
た
か

と

思

は
れ
る

の
も

亦
、
武

左

ヱ
門

ら

の
咄
本

か
ら

想
像

さ
れ

る
処

で
も

あ

る

。
今

日

の
東

京
落

語

の
身

振
り

仕
草

は
、

そ

の
後

に
文

人
達

の
咄

の
会

を

経
、
幕

末

の
隆
盛

時

へ
か

け

て
、
時
代

の
風

潮

か
ら
く

る
洗

練

の
結
果

な

の

で
あ
る

。

追

記

福

田
先

生
御

追
善

の
集

に
、
か

ゝ
る

題
を

選
ん
だ

の
は
、
外

か

ら
見
れ

ば

や

や
違
例

で
あ

ら

う
。
実

は

、

こ
の
考

は
、

昭
和

四
十

八
年

五
月
、

私

に
と

つ
て
御
生

前
最

後

の
御
面

晧

で
あ

つ
た

、
天

理
大
学

で

の
国
語

学
会

で

の
講
演

で
、

お
聞

き

い
た

雲
い
た

一
部

に
訂
正

加
筆

し

た
も

の

で
あ

る
。

よ

つ
て

そ

の
思

ひ
出

を
付

し

て
、
謹

ん
で
御

霊
前

に

、
お
供

へ
す

る

の
で
あ

る
。
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