
能「
高
砂
」礼
讃

大
谷 

節
子

成
城
大
学
教
授

祝し
ゅ
く
と
う
げ
い

祷
芸
で
あ
る「
翁
」の
持
つ
祝
言
性
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
の
代
表
作
が

「
高
砂
」で
あ
る
。

　

前
場
の
舞
台
は
播
州
高
砂
の
浦
。
上
洛
の
途
上
に
高
砂
の
浦
に
立
ち
寄
っ

た
阿
蘇
の
神
主
友
成（
ワ
キ
）の
前
に
、老
夫
婦（
前
シ
テ
・
ツ
レ
）が
現
れ
る
。

老
夫
婦
は
、
古
木
の
松
の
久
し
さ
と
、
自
ら
の
長
寿
を
重
ね
詠
じ
な
が
ら
、

松
の
葉
を
掻
き
集
め
て
い
る
。

　

友
成
は
老
夫
婦
に
尋
ね
る
。『
古
今
和
歌
集
』仮
名
序
に「
高
砂
住
の
江
の

松
も
相
生
の
や
う
に
覚
え
」と
あ
る
が
、「
高
砂
」と「
住す
み
よ
し吉
」は
遠
く
離
れ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
そ
の
松
が「
相
生
」で
あ
る
の
か
。
す
る
と
老
夫
婦
は
、
播

州
高
砂
に
住
む
姥
と
摂
州
住
吉
に
住
む
尉
が
互
い
に
心
を
通
わ
せ
て
い
る
の

と
同
じ
事
だ
、
と
答
え
る
。
返
答
の
面
白
さ
に
心
惹ひ

か
れ
た
友
成
が
さ
ら
に

詳
し
い
由
来
を
尋
ね
る
と
、「
高
砂
」と
は
万
葉
集
が
編
ま
れ
た「
古
」き
世
の

こ
と
、「
住
吉
」と
は「
今
」の
延
喜
の
治
世
を
指
し
、「
相
生
」の「
松
」と
は
、

和
歌
の
道
が
古
今
変
わ
ら
ず
栄
ん
で
あ
る
こ
と
の
喩
え
で
あ
る
、
と
説
き
明

か
す
。
そ
し
て
万
物
が
発
す
る
声
は
心
を
種
と
し
て
表
れ
た
和
歌
の
姿
で
あ

る
こ
と
、
中
で
も
松
は
、
心
を
種
と
し
て
繁
る
言
の「
葉
」が
尽
き
ぬ
長
久
の

喩
え
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
自
ら
を
住
吉
の
神
、
姥
は
高
砂
の
神
で
あ
る
こ

　

能
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
能
は
実
に
複
雑
な
仕
掛
け
と
遊
び
に
満
ち
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術

に
同
じ
く
、
能
を
堪
能
す
る
の
に「
知
識
」は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
が
、

能
の
作
者
の
何
人
か
が
潜
ま
せ
た
仕
掛
け
と
遊
び
は
、
解
読
さ
れ
る
こ
と
を

待
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
作
為
の
作
者
の
一
人
で
あ
る
世
阿
弥
は
、
能
が
舞
台
で
生
み
出
す

感
動
を「
妙
」「
花
」「
面
白
」と
い
う
三
つ
の
語
で
表
し
て
い
る
。
感
動
の

正
体
を
言
語
で
表
現
す
る
な
ら
ば「
妙
」（
極
め
て
逆
接
的
な
言
い
回
し
で

あ
る
が
、
言
語
を
絶
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
）、
具
象
で
表
現
す
る
な
ら
ば

「
花
」、
感
覚
で
表
現
す
る
な
ら
ば「
面
白
」と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
阿
弥

は
、
こ
の「
妙
」「
花
」「
面
白
」を
現
出
さ
せ
る
た
め
に
、
能
を
書
く
技
術
を

「
種
」「
作
」「
書
」の
三
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。「
種
」は
素
材
、「
作
」

は
構
成
、「
書
」は
文
体
で
あ
る
。

　

能
の
基
本
の「
き
」が
、
番
組
の
最
初
に
演
じ
ら
れ
る「
脇
の
能
」で
あ
る

が
、「
脇
」は
二
番
目
の
意
味
を
持
つ
。
初
番
の
能
を「
二
番
目
」を
意
味
す
る

名
で
呼
ぶ
理
由
は
、
演
能
の
前
に「
翁
」が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
意
識
で

あ
る
。「
翁
」を
演
じ
る
こ
と
が
常
で
な
く
な
っ
た
時
代（
そ
れ
は
世
阿
弥
の

時
代
に
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
が
）、
初
番
に
演
じ
ら
れ
る「
脇
の
能
」は
、
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と
を
明
か
し
た
後
、住
吉
で
の
神
体
出
現
を
約
束
し
て
姿
を
消
す
。

　

後
場
は
、
友
成
一
行
を
乗
せ
た
船
が
、
住
吉
に
到
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。
出で

は端
の
囃
子
で
現
れ
た
神
姿
の
後
シ
テ（
住
吉
の
神
）は
、中
世
古
今

集
注
釈
の
世
界
で
古
今
集
編
纂
の
契
機
と
し
て
語
ら
れ
る
深
秘
の
贈
答
歌

　
　

我
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
岸
の
姫
松
幾い
く
よ代
経
ぬ
ら
ん

　
　

む
つ
ま
し
と
君
は
白
波
瑞み
ず
が
き籬
の
久
し
き
世
よ
り
い
は
ひ
そ
め
て
き

に
拠
っ
た
謡
を
詠
じ
、神
遊
び
の
様
を
見
せ
て
治
世
と
歌
舞
の
繁
栄
を
寿
ぐ
。

　

江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
全
て
の
謡
本
に
お
い
て
、
第
一
冊
目
の
第
一
曲
目

が「
高
砂
」で
あ
る
の
は
、「
脇
の
能（
初
番
の
能
）
」と
い
う
だ
け
で
な
く
、

そ
の
需
要
が
最
も
高
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
国
で
、
最
も

多
く
の
場
面
に
お
い
て
、
最
も
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
ウ
タ
わ
れ
て
き
た

詞
は
、「
高
砂
」の
謡
で
あ
ろ
う
。
人
生
の
通
過
儀
礼
、
社
会
儀
礼
の
場
に

こ
の
曲
は
不
可
欠
で
あ
り
、そ
の
需
要
の
最
た
る
場
が
婚
礼
で
あ
っ
た
。

　
　

婿
取
り
、
嫁
取
り
の
謡
は
、
第
一
の
祝
言
な
り
。
高
砂
の
謡
を
本
と

　
　

せ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（『
八
帖
本
花
伝
書
』
）

　
「
高
砂
」の
謡
が
こ
の
よ
う
に
婚
礼
の
祝
言
謡
の
代
表
曲
と
な
っ
た
の
は
室

町
後
期
に
ま
で
遡
る
が
、
熊
手
や
杉
箒
を
持
っ
た
尉
と
姥（
流
儀
に
よ
っ
て

は
尉
も
杉
箒
を
持
つ
）が
松
の
葉
を
掻か

き
集
め
る
、い
わ
ゆ
る「
尉じ
ょ
うと
姥う
ば

」の
図

像
は
、
江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
婚
儀
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
能

を
担
い
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
婚
礼
の
座
敷
に
は
、
こ
の
尉
と
姥
が

松
の
下
に
並
び
立
つ
、高
砂
島
台
と
呼
ば
れ
る
祝
儀
餝
り
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

か
つ
て
高
砂
島
台
は
、
扇
と
並
ぶ
婚
礼
祝
い
の
品
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

り
、
大
店
の
婚
礼
祝
儀
に
は
数
個
の
島
台
が
到
来
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う（
森
田
登
代
子『
近
世
商
家
の
儀
礼
と
贈
答
―
―
京
都
岡
田
家
の
不
祝
儀
・

祝
儀
文
書
の
検
討
―
―
』岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）。
現
在
も
結
納
の
品
と

し
て
用
い
ら
れ
る
一
刀
彫
の
高
砂
人
形
は
、こ
の
高
砂
島
台
に
由
来
す
る
。

　
「
誰
さ
ん
は
、
こ
ん
ど
高
砂
ら
し
い
よ
」と
い
う
会
話
こ
そ
聞
か
な
く
な
っ

た
が
、
結
婚
式
場
の
新
郎
新
婦
の
席
が「
高
砂
」と
呼
ば
れ
た
り
、
結
婚
式
が

行
わ
れ
る
大
広
間
に「
高
砂
」の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
た
り
、
式
場
の
建
物
自

体
に「
高
砂
」の
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
高
砂
」が
婚
儀
の
代
名
詞
で
あ

り
続
け
て
い
る
こ
と
の
証
し
と
言
え
る
。

　

め
で
た
さ
の
表
象
と
し
て
不
動
の
地
位
を
誇
る「
高
砂
」で
あ
る
が
、
世
阿

弥
が
名
付
け
た
本
来
の
作
品
名
は
、
応
永
三
十
年（
一
四
二
三
）の
伝
書『
三

道
』に「
大
よ
そ
、
三さ
ん
た
い体
の
能
懸が

か
り
、
近
来
押
し
出
だ
し
て
見
え
つ
る
世
上

の
風ふ
う
て
い体
の
数
々
」と
し
て
あ
る
二
十
七
曲
中
の
一
つ「
相
生
」で
あ
る
。
こ

の
古
名
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
今
集
仮
名
序
の
一
節「
高
砂
住
の
江
の

松
も
相
生
の
や
う
に
覚
え
」を
め
ぐ
る
中
世
の
解
釈
が
こ
の
作
品
の
根
幹
を

作
っ
て
い
る
。

　

こ
の
仮
名
序
の
一
節
は
、
松
を
詠
み
込
ん
だ
例
歌
を
挙
げ
て
和
歌
表
現
の

多
様
性
を
述
べ
た
部
分
で
あ
っ
た
が
、
省
略
が
多
く
難
解
で
あ
り
、
中
世
の

古
今
集
注
釈
の
世
界
で
は
、「
相
生
の
や
う
に
」と
い
う
譬
喩
が
果
た
し
て
何

を
意
味
す
る
の
か
、「
高
砂
」「
住
の
江
」の「
松
」と
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を
指
し

て
い
る
の
か
、
そ
の
解
き
明
か
し
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
最
も
流
布
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し
た
解
釈
が
、「
高
砂
」を
万
葉
集
の
寓
意
、「
住
吉
」を
古
今
集
の
寓
意
と
説

き
、
二
ヶ
所
の「
松
」が「
相あ
い
お
い生
」で
あ
る
様さ
ま

を
、
二
つ
の
和
歌
集
が
編
纂
さ
れ

た
時
代
の
和
歌
の
繁
栄
の
表
象
と
す
る
解
釈
で
あ
っ
た
。

　

能「
高
砂
」は
こ
の
解
釈
に
基
づ
き
、
古
今
集
の
表
象
と
し
て
シ
テ
を
住
吉

に
住
む
尉（
住
吉
神
）と
し
、
万
葉
集
の
表
象
と
し
て
ツ
レ
を
高
砂
に
住
む
姥

（
高
砂
神
）に
造
型
し
、
二
つ
の
和
歌
集
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
繁
栄
を
並
び

讃
え
る
た
め
に
、
二
神（
上
掛
り
系
諸
本
は「
松
の
精
」と
改
変
）を
夫
婦
と
し

て
設
定
し
て
い
る
。
世
阿
弥
は
、
シ
テ
と
ツ
レ
の
造
型
に
古
今
集
仮
名
序
の

「
相
生
」を
め
ぐ
る
秘
事
を
図
像
化
、
具
象
化
し
、
作
品
名
を「
相
生
」と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

前
場
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
は
、〔
ク
セ
〕
の
半
ば
過
ぎ
、
シ
テ
が
熊
手
で
松

の
葉
を
掻
き
集
め
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
今
集
編
纂
事
業
を
具
象
化

し
た
重
要
な
場
面
で
も
あ
る
。

　
　

掻
け
ど
も
落
葉
の
尽
き
せ
ぬ
は
ま
こ
と
な
り　

松
の
葉
の
散
り
失
せ
ず

　
　

し
て
色
は
な
ほ　

ま
さ
き
の
葛
永
き
世
の　

た
と
へ
な
り
け
る
常
磐
木
の

こ
の
文
章
は
、
古
今
集
仮
名
序
の
末
尾「
松
の
葉
の
散
り
失
せ
ず
し
て　

ま
さ
き
の
葛
永
く
伝
は
り
」に
基
づ
い
て
い
る
が
、こ
こ
は
仮
名
序
の
冒
頭
に

記
さ
れ
た

　
　

和や
ま
と
う
た歌は
、人
の
心
を
種た
ね

と
し
て
、万よ
ろ
ずの
言こ
と

の
葉は

と
ぞ
成
れ
り
け
る

心
を
種
と
し
て
繁
る「
言
の
葉
」が
和
歌
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
基
に
、
散
り

絶
え
る
こ
と
が
な
い
松
の
葉
を
、
詠
み
続
け
ら
れ
る
和
歌
の
比
喩
と
し
て

寿
ぐ
も
の
で
あ
る
。

　

前
場
の
尉
が
松
の
葉
を
掻
き
集
め
る
こ
の
所
作
は
、
詠
み
継
が
れ
る
和
歌
の

永
遠
性
、
勅
撰
集
編
纂
の
無
窮
性
、
こ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
永
久
な
る
治
世
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
所
作
に
は「
久
」の
文
字
を
書
く
と
い
う
口
伝

が
あ
る
が
、奇
し
く
も
こ
の
場
面
の
本
意
を
伝
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
後
シ
テ
登
場
の
場
面
で
、『
伊
勢
物
語
』百
十
七
段
に
書
か
れ
て
い
る

住
吉
社
頭
で
の「
神
」と「
君
」と
の
贈
答
歌
に
基
づ
い
た
謡
が
謡
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
中
世
の
古
今
集
注
釈
、
伊
勢
物
語
注
釈
に
お
い
て
、
和
歌
の
神
で
あ
る

住
吉
神
が
同
一
体
で
あ
る
業
平
に
和
歌
の
秘
伝
を
伝
え
る
場
面
と
し
て
説
か

れ
る
も
の
で
あ
り
、
古
今
集
編
纂
の
契
機
と
な
っ
た
深
秘
の
場
面
を
再
現
す
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
能「
高
砂
」の
仕コ

ー

ド
掛
け
を
解
い
て
い
く
と
、
人
々
の
心

を
種
と
し
て
詠
み
続
け
ら
れ
る
和
歌
を
掬
い
集
め
る
和
歌
集
編
纂
を
讃
え
る

こ
と
が
、
治
ま
る
世
を
寿
ぐ
祝
言
、
つ
ま
り
は「
脇
の
能
」の
表
現
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

世
阿
弥
は
、
中
世
の
古
今
集
注
釈
書
に
お
け
る
高
砂
・
住
吉
を
万
葉
と
古
今

の
聖
代
に
宛
て
た「
相
生
」の
解
釈
を
基
に
、
夫
婦
と
い
う
最
小
単
位
の
共
同

体
を「
相
生
」の
姿
と
し
て
示
し
、
さ
ら
に
仮
名
序
の「
相
生
」に「
相
老
」を
も

掛
け
て
、「
共
に
生
き
共
に
老
い
る
」と
い
う
意
味
を
込
め
、
仲
睦
ま
じ
く
齢
を

重
ね
た
夫
婦
と
い
う
具
体
相
を
添
え
た
。
か
く
し
て
能「
高
砂
」は
長
き
に

亘
っ
て
謡
い
継
が
れ
、最
も
親
し
ま
れ
る
作
品
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

7


