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第
十
条　

し
ほ
る
曲
差
別

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】

　
　
　

第
十　

し
ほ
る
曲
差
別

一
字
し
ほ
る
と
い
ふ
ハ
、二
字
目
を
し
ほ
る
を
い
ふ
也
。
こ
れ
く
る
ふ
し
の
本
也
。
二
字
し
ほ
り
ハ
二
字
う
た
ひ
て
三
字
目
を
し
ほ
る

を
い
ふ
也
。
く
る
曲
も
有
り
事
也
。
さ
て
し
ほ
る
曲
と
い
ふ
は
、
あ
る
ひ
ハ
無
二
の
た
ち
声
な
り
と
も
、
其
先
か
た
よ
り
気
を
付
て
声

を
ひ
し
き
、
わ
さ
と
声
の
た
ら
ぬ
様
に
し
て
い
か
に
も
し
ほ
り
入
た
る
を
も
つ
て
よ
し
と
す
。
さ
れ
と
も
あ
ま
り
＊

う
ま
す
き
た
る
ハ

ち
し
よ
く
也
。
か
ん
し
ん
し
た
ま
ふ
へ
き
事
也
。
く
る
曲
と
申
ハ
、た
と
へ
ハ
深
き
谷
へ
う
す
き
物
を
な
く
れ
ハ
風
に
ひ
る
か
へ
つ
て

上
下
す
る
こ
と
く
云
上
る
を
云
也
。
く
る
曲
し
ほ
る
曲
ハ
似
て
に
ぬ
事
也
。
し
ほ
る
曲
と
い
ふ
ハ
、

小
原
御
幸
「
花
か
た
ミ
、
ひ
ち
に
か
け
さ
せ
給
へ
る
ハ
、
女
院
に
て
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
」

松
風
「
あ
し
へ
の
た
つ
こ
そ
ハ
た
ち
さ
わ
け
、
四
方
の
嵐
も
」
同
「
な
た
の
し
ほ
を
（
マ
マ
）く
む
う
き
身
そ
と
人
に
や
た
れ
も
」

角
田
川
「
我
お
も
ひ
子
ハ
あ
つ
ま
ち
に
あ
り
や
な
し
や
と
と
へ
と
も
〳
〵
」

松
浦
物
狂
「
其
時
す
い
し
ゆ
か
ん
と
り
と
も
し
ゆ
ん
風
に
ほ
を
あ
け
て
」

浮
舟
「
川
よ
り
を
ち
の
夕
煙
」
同
謡
に
「
あ
ふ
さ
き
る
さ
」
又
「
小
嶋
の
色
ハ
か
ワ
ら
し
を
」
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右
し
ほ
る
の
曲
也
。
く
る
曲
と
い
ふ
ハ
た
と
へ
ハ
、

静
「
し
つ
や
（
し
つ
）
し
つ
の
お
た
ま
き
く
り
か
へ
し
」

百
万
「
実
や
お
も
ん
ミ
れ
ハ
、
い
つ
く
と
て
も
す
め
ハ
宿
」

通
小
町
「
月
ハ
待
ら
ん
月
を
は
ま
つ
ら
ん
、
我
を
ハ
ま
た
し
、
そ
ら
こ
と
や
」

又
ゆ
る
曲
は
う
へ
よ
り
あ
ら
〳
〵
敷
ゆ
り
く
た
し
、
次
第
に
云
つ
め
て
、
は
し
の
き
ざ
め
を
は
お
る
ゝ
こ
と
く
な
り
。
只
あ
て
所
も
な

く
し
て
ハ
曲
な
し
。
た
と
へ
ハ
、

高
砂
「
南
枝
花
は
し
め
て
ひ
ら
く
」
是
ハ
「
ひ
ら
く
」
是
ハ
「
く
う
」
の
「
う
」
の
字
よ
り
つ
め
て
い
ふ
な
り
。

八
島
「
し
ゆ
ら
道
の
有
様
御
ら
ん
せ
よ
」
こ
れ
ハ
「
せ
」
の
字
に
て
つ
む
る
な
り
。
い
つ
れ
も
か
く
の
こ
と
し
。

右
し
ほ
る
曲
ハ
う
た
ひ
毎
に
お
ほ
し
。
音
声
の
か
は
り
め
、す
こ
し
の
事
を
わ
き
ま
ふ
る
事
也
。
か
や
う
の
所
に
心
を
付
ヶ
す
し
て
ハ

音
曲
達
者
と
ハ
申
か
た
く
。

＊
う
ま
す
き
た
る
事
に
ハ
ち
し
よ
く
也
。「
事
に
」
の
上
か
ら
「
ハ
ち
し
よ
く
」
と
書
く
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。

【
現
代
語
訳
】

第
十　

し
ほ
る
ふ
し
の
区
別
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「
一
字
し
ほ
る
」
と
い
う
の
は
、二
字
目
で
「
し
ほ
る
」
を
謡
う
も
の
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
リ
音
の
旋
律
の
基
本
で
あ
る
。

「
二
字
し
ほ
り
」
は
、
二
文
字
謡
っ
て
か
ら
三
文
字
目
で
「
し
ほ
る
」
を
謡
う
も
の
を
言
う
の
で
あ
る
。「
く
る
曲
（
ふ
し
）」
と
い
う

も
の
も
別
に
あ
る
。

さ
て
「
し
ほ
る
ふ
し
」
で
は
、
思
う
に
類
い
な
き
美
声
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
節
の
少
し
前
か
ら
注
意
し
て
声
を
つ
ぶ
し
、

故
意
に
声
が
少
し
か
す
れ
る
よ
う
に
し
て
、い
か
に
も
萎
れ
る
よ
う
に
扱
う
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
あ
ま
り
に
や
り
す

ぎ
な
の
は
恥
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
気
を
つ
け
な
さ
る
べ
き
事
で
あ
る
。「
く
る
ふ
し
」
と
言
う
の
は
、
例
え
る
の
な
ら
ば
深
い
谷

へ
と
薄
い
（
紙
な
ど
）
物
を
投
げ
る
と
風
に
翻
っ
て
上
下
に
動
く
よ
う
に
、
声
を
上
下
さ
せ
な
が
ら
張
り
上
げ
る
の
を
言
う
の
で
あ

る
。
く
る
ふ
し
・
し
ほ
る
ふ
し
は
似
通
っ
て
い
る
よ
う
で
違
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
ほ
る
ふ
し
と
い
う
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
節（

1
）で

あ
る
。
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右
は
「
し
ほ
る
ふ
し
」
で
あ
る
。「
く
る
ふ
し
」
と
言
う
の
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
「
ゆ
る
ふ
し
」
は
高
い
音
か
ら
低
い
音
へ
と
ユ
リ
を
つ
け
な
が
ら
急
激
に
下
行
し
、
段
々
と
ユ
リ
の
振
幅
を
狭
く
し
て
、
ユ
リ

の
言
い
終
わ
り
を
折
る
よ
う
に
切
る
の
で
あ
る
。
た
ん
に
当
た
り
も
付
け
ず
に
平
坦
に
謡
っ
た
の
で
は
節
が
な
い
。
た
と
へ
ば
次
の
よ

う
な
箇
所
で
あ
る
。

高
砂
「
南
枝
花
は
し
め
て
ひ
ら
く
」
こ
れ
は
「
ひ
ら
く
」
の
「
く
う
」
の
「
う
」
の
字
よ
り
詰
め
て
言
う
の
で
あ
る
。

屋
島
「
し
ゆ
ら
道
の
有
様
御
ら
ん
せ
よ
」
こ
れ
は
「
せ
」
の
字
に
て
詰
め
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

最
高
音
ク
リ
を
上
掛
り
の
謡
本
で
は
「
ク
ル
」
と
記
し
、下
掛
り
で
は
「
し
ほ
る
」
と
記
す
。
こ
れ
は
最
古
の
上
掛
り
の
楽
譜
で
あ

る
世
阿
弥
自
筆
譜
で
も
、
下
掛
り
の
金
春
禅
竹
の
自
筆
譜
で
も
既
に
そ
う
な
っ
て
お
り
、
当
初
か
ら
両
系
統
の
譜
で
の
大
き
な
違
い
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
上
掛
り
の
謡
の
な
か
に
も
「
く
る
」
と
「
し
ほ
る
」
の
異
な
る
節
が
存
在
し
、
区
別
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
と
い
う
。「
く
る
」
と
「
し
ほ
る
」
は
最
高
音
を
示
す
た
め
の
記
譜
法
上
の
表
記
の
違
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
節
扱
い
の
表

現
法
や
そ
こ
か
ら
醸
し
出
す
情
趣
が
具
体
的
に
異
な
っ
て
お
り
、し
か
も
筆
者
の
属
す
る
観
世
流
の
表
現
で
あ
っ
て
も
「
く
る
」
だ
け

で
な
く
、「
し
ほ
る
」
的
な
表
現
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
は
こ
の
よ
う
な
認
識
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
「
く
る
」
と

は
え
ぐ
る
、
し
ゃ
く
り
上
げ
る
な
ど
の
意
味
に
通
じ
る
言
葉
で
あ
り
、「
し
ほ
る
」
は
萎
れ
る
、
撓
め
る
な
ど
の
意
味
を
も
つ
こ
と
か

ら
、
最
高
音
へ
と
到
達
す
る
そ
の
仕
方
の
違
い
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
く
る
」
は
最
高
音
へ
と
上
昇
し
て
至
る
過
程
を

強
調
し
、「
し
ほ
る
」
は
最
高
音
へ
と
あ
た
か
も
下
降
し
て
至
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
。「
し
ほ
る
ふ
し
」
と
「
く
る
ふ
し
」
の
譜
例
を

比
較
す
る
と
、「
し
ほ
る
」
の
方
が
数
文
字
に
わ
た
っ
て
ク
リ
音
が
続
く
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
松
風
「
灘
の
塩
汲
む
」
以
下
の
有
名

な
「
灘
ぐ
り
」
も
「
し
ほ
る
ふ
し
」
に
分
類
さ
れ
る
。
継
続
す
る
ク
リ
音
を
何
度
も
下
降
す
る
か
の
よ
う
に
聞
か
せ
、最
高
音
に
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
う
た
ひ
鏡
』
の
時
点
で
は
、
ク
リ
音
の
節
は
現
在
よ
り
も
多
様
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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別
の
解
釈
と
し
て
、
ク
リ
旋
律
の
な
か
に
「
く
る
」
と
「
し
ほ
る
」
が
あ
り
、
最
初
は
「
く
る
」
で
張
り
上
げ
、「
し
ほ
る
」
は
ク

リ
旋
律
の
末
尾
の
（
現
在
で
は
ク
リ
入
の
入
）
の
扱
い
方
を
指
す
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
の
後
半
で
は
突
如
、「
ゆ
る
ふ
し
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
般
若
窟
文
庫
蔵
、
室
町
末

期
筆
、永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」
の
「
し
ほ
る
曲
」「
ロ
ン
ギ
」「
ゆ
る
曲
」
と
並
ぶ
ト
ピ
ッ
ク
の
う
ち
の
「
ゆ
る
曲
」
と
同
文

で
あ
り
、
別
の
ト
ピ
ッ
ク
の
記
述
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
例
示
さ
れ
た
屋
島
「
し
ゆ
ら
道
の
有
様
御
ら
ん
せ
よ
。」
は
現
在
は
小
段
﹇
ク
リ
﹈
で
は
「
修
羅
道
の
有
様
顕
す
な
り
」
と
な
っ

て
い
る
。

注（
1
）
大
成
版
に
従
い
ク
リ
音
を
含
む
箇
所
の
み
を
記
し
た
。

（
丹
羽 

幸
江
）


