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第
十
九
条　

声
枕
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】

　
　
　

第
十
九　

声
枕
之
曲

音
枕
と
云
ハ
か
く
し
声
と
も
申
候
。
声
の
つ
ま
り
た
る
時
、
調
子
ハ
た
と
ひ
め
い
れ
共
、
調
子
を
さ
い
ぜ
ん
と
違
ハ
ぬ
や
う
に
人
の
耳

に
も
い
れ
、
こ
な
た
も
い
き
ま
き
い
る
す
か
た
に
見
え
ぬ
や
う
に
、
た
し
な
む
を
声
枕
の
曲
と
申
候
。
い
か
に
た
ち
声
な
り
と
も
、
時

に
よ
り
調
子
に
よ
り
又
む
か
ふ
我
よ
り
高
声
な
れ
ハ
、
我
調
子
ひ
ク
き
ハ
無
念
な
れ
ハ
、
随
分
を
と
る
ま
し
き
と
声
を
あ
く
る
時
、
謡

ハ
き
し
き
の
物
な
る
に
、
身
を
し
ゝ
め
顔
は
せ
お
か
し
き
ハ
、
ち
し
よ
く
の
事
な
り
。
さ
や
う
の
時
分
声
を
い
か
ら
か
し
、
ふ
し
を
よ

く
謡
わ
け
て
、
調
子
ハ
た
と
へ
め
い
る
と
も
、
同
し
調
子
に
聞
な
す
を
①
声
枕
と
云
也
。
い
つ
れ
の
所
に
て
も
常
よ
り
ハ
少
つ
よ
ミ
に

う
た
ふ
物
也
。
あ
な
か
ち
声
の
つ
ま
る
時
ば
か
り
に
あ
ら
す
、下
音
の
時
も
か
や
う
の
心
持
に
う
た
ふ
ハ
風
流
な
る
物
也
。
当
代
の
人

た
ち
調
子
の
あ
ハ
さ
る
に
、是
非
と
も
あ
ハ
せ
ん
と
身
を
く
る
し
め
て
謡
事
い
か
ゝ
あ
る
へ
し
。
元
来
う
た
ひ
ハ
遊
興
の
も
の
な
る
に

相
違
の
事
也
。
我
と
ひ
と
し
か
ら
さ
る
調
子
の
時
ハ
や
め
て
う
た
ハ
ぬ
、
大
き
に
よ
ろ
し
。
ち
し
よ
く
に
成
ま
し
き
事
也
。

声
の
能
と
云
と
、
音
曲
の
上
手
と
い
ふ
ハ
、
此
道
に
て
ハ
上
手
ま

た
（
マ
マ
・
さ
カ
）れ
り
。
い
か
に
と
な
れ
ハ
、
声
の
事
大
か
た
ハ
生
れ
付
の
物

也
。
曲
の
事
ハ
外
な
る
や
う
に
存
ら
れ
候
。
し
さ
ひ
ハ
世
間
に
声
ハ
あ
し
け
れ
と
も
、
曲
節
こ
ま
か
に
し
て
聞
よ
し
と
云
ハ
、
声
よ
き



─ 174 ─

第十九条　声枕の事（上野）

は
か
り
と
い
ふ
よ
り
ハ
、
は
る
か
に
ま
さ
れ
る
や
う
に
我
等
ハ
存
候
。
一
声
二
節
と
云
こ
と
も
、
ふ
し
の
よ
き
ハ
よ
け
れ
と
も
と
の
事

な
り
。
か
や
う
の
義
御
し
あ
ん
な
く
し
て
ハ
う
た
ひ
声
に
ま
か
せ
そ
り
や
く
な
る
ゆ
へ
、
ね
ん
こ
ろ
に
御
こ
と
わ
り
申
い
れ
候
。

【
校
異
】

①
声
枕
―
声
の
ま
く
ら
（
鴻
）

【
現
代
語
訳
】

第
十
九　

声
枕
の
こ
と

音
枕
と
も
云
い
、
か
く
し
声
と
も
云
う
。
声
の
出
な
い
と
き
、
た
と
え
調
子
は
低
く
て
も
そ
の
調
子
を
こ
れ
ま
で
と
違
和
感
な
く
人

に
聞
か
せ
、
自
分
も
激
し
く
言
い
立
て
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
、
声
枕
の
曲
と
い
う
。
ど
れ
ほ
ど
通
る
声
で

も
、
場
合
に
よ
り
調
子
に
よ
り
相
手
が
自
分
よ
り
も
声
が
大
き
い
な
ら
ば
、
自
分
の
声
の
小
さ
い
こ
と
が
口
惜
し
く
、
つ
い
極
力
後
れ

を
取
る
ま
い
と
声
を
張
り
上
げ
る
。
で
も
謡
は
作
法
が
大
事
な
の
で
、身
を
縮
め
て
変
な
顔
に
な
る
と
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
こ
わ
ば
っ
た
声
を
出
し
、
節
を
十
分
に
弁
別
し
て
謡
い
、
調
子
は
た
と
え
低
く
て
も
同
じ
調
子
に
聞
え
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
声
の
ま
く
ら
と
云
う
。
い
ず
れ
の
場
所
で
も
平
常
よ
り
も
少
し
強
め
に
謡
う
の
が
よ
い
。
か
な
ら
ず
し
も
声
の
出
な
い
と
き

の
み
な
ら
ず
、下
音
の
場
合
も
こ
の
よ
う
な
心
で
謡
う
と
優
雅
で
あ
る
。
今
時
の
人
々
は
調
子
が
合
わ
な
い
と
な
ん
と
か
し
て
合
わ
そ

う
と
体
に
無
理
を
し
て
謡
う
が
、
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
謡
は
遊
興
の
も
の
な
の
で
必
死
に
な
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。

自
分
と
調
子
が
合
わ
な
い
と
き
は
、
謡
わ
な
い
こ
と
が
最
良
で
あ
る
。
恥
を
か
く
こ
と
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

声
が
良
い
と
い
う
こ
と
と
、
音
曲
が
上
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
な
ら
ば
、
謡
の
道
に
お
い
て
は
上
手
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
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る
。
と
い
う
の
も
、
声
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
先
天
的
だ
が
曲
は
後
天
的
で
あ
る
か
ら
で
、
声
は
悪
い
が
曲
節
は
繊
細
に
し
て
耳
に

馴
染
む
と
い
う
こ
と
は
、声
が
良
い
だ
け
と
い
う
よ
り
も
遥
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
一
声
二
節
と
世
間
で
は
云
わ

れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
念
頭
に
置
か
な
い
な
ら
ば
声
ま
か
せ
の
粗
略
謡
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
丁
重
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。

注
一　

調
子
に
関
し
て
「
め
る
」、「
高
声
」、「
ひ
く
い
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。「
め
る
」
は
音
の
高
低
、「
高
声
」
と
「
ひ
く
い
」
は

音
量
の
大
小
と
解
釈
し
た
。

注
二　

前
半
は
声
枕
の
技
法
、
後
半
は
謡
の
道
が
論
じ
ら
れ
る
。
段
落
の
文
意
を
汲
ん
で
訳
文
に
改
行
を
施
し
た
。

【
解
説
】

謡
曲
に
は
対
話
や
斉
唱
の
場
面
が
あ
る
が
、周
り
と
上
手
く
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
自
分
の
声
が
通
ら
な
い

事
態
が
生
じ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
本
章
は
こ
う
い
っ
た
諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
声
枕
の
技
法
が
紹
介
さ
れ
る
。

技
法
の
実
際
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
さ
や
う
の
時
分
声
を
い
か
ら
か
し
、
ふ
し
を
よ
く
謡
わ
け
て
、
調
子
ハ
た
と
へ
め
い
る
と
も
、

同
じ
調
子
に
聞
な
す
」。「
い
か
ら
か
す
」
は
、怒
る
時
の
所
作
を
描
写
す
る
表
現
。「
よ
く
謡
わ
け
て
」
を
「
し
っ
か
り
と
楷
書
風
に
」

と
理
解
す
る
と
、声
高
で
あ
り
な
が
ら
も
ふ
し
が
良
く
分
か
る
よ
う
に
謡
う
こ
と
に
な
る
。
怒
る
よ
う
に
謡
う
こ
と
は
慎
む
べ
き
こ
と

と
さ
れ
る
反
面
（『
う
た
ひ
鏡
』
第
二
条
）、怒
る
と
概
し
て
誰
で
も
声
高
に
な
る
。
声
枕
の
技
法
は
こ
の
性
質
に
着
目
し
て
編
み
出
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
声
枕
と
い
う
用
語
だ
が
、「
枕
」
を
宛
が
っ
て
支
え
る
道
具
と
理
解
す
る
と
、
謡
う
際
の
補
助

手
段
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

声
枕
は
、
し
か
し
な
が
ら
、「
聞
な
す
」
が
ゆ
え
に
便
法
で
も
あ
る
。
根
本
的
な
解
決
法

―
た
と
え
ば
、
調
子
の
異
な
る
人
に
合

わ
せ
て
謡
う
稽
古
を
す
る
（「
下
音
の
人
も
少
づ
ゝ
高
音
に
つ
か
ひ
ぬ
れ
ハ
、
い
つ
と
な
く
高
声
に
な
る
事
也
」（『
う
た
ひ
鏡
』
第
二
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条
））、
寒
稽
古
で
大
き
な
声
を
出
す
練
習
を
す
る
等
々

―
で
は
な
く
、
む
し
ろ
取
り
繕
う
方
法
で
あ
る
。

下
音
で
謡
う
場
合
の
工
夫
と
い
う
側
面
も
あ
る
一
方
、
総
合
的
に
考
え
る
と
、
声
枕
は
謡
の
道
か
ら
外
れ
る
と
ま
で
は
行
か
な
い
も

の
の
、
い
さ
さ
か
安
直
な
技
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
、「
元
来
う
た
ひ
ハ
遊
興
の
も
の
な
る
に
相
違
の
事
也
」、
つ
ま
り
謡
は

道
楽
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
他
方
で
、
道
楽
に
お
け
る
如
才
の
な
い
社
交
に
思
い
を
巡
ら
せ
、
無
理
に
声
を
通
そ
う
と
し
て

張
り
上
げ
た
り
、一
生
懸
命
に
な
る
あ
ま
り
体
を
縮
込
め
顔
を
歪
め
た
り
と
い
っ
た
精
一
杯
の
努
力
を
不
作
法
と
も
み
な
す
。
た
か
が

道
楽
さ
れ
ど
道
楽
と
も
い
え
よ
う
が
、
本
論
で
は
道
楽
の
矜
持
と
受
け
止
め
、
素
人
芸
の
望
ま
し
い
有
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
著
者
が
想
定
し
た
『
う
た
ひ
鏡
』
の
読
者
像
も
見
え
て
く
る
。

な
お
、『
音
曲
玉
淵
集
』
に
も
声
枕
の
記
述
が
あ
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
内
容
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
た
だ
し
、
記
述
は
よ
り
具
体
的
で
あ

る
。「
い
つ
れ
の
所
に
て
も
常
よ
り
は
少
つ
よ
み
に
謡
ひ
響
き
を
随
分
高
き
や
う
に
う
た
ふ
」と
締
め
く
く
ら
れ
る
。「
響
き
を
随
分
高

き
や
う
に
う
た
ふ
」
の
「
響
き
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、声
枕
の
技
法
が
音
高
と
い
う
よ
り
も
音
量
や
音
色
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。

『
う
た
ひ
鏡
』
と
同
じ
く
、『
音
曲
玉
淵
集
』
に
も
「
少
つ
よ
み
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
単
に
強
め
に
謡
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
演
奏
様
式
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
謡
い
方
は
強
吟
と
弱
吟
と
い
う
二
つ
の
吟
に
組
織
化
さ
れ
て
い
て
「
少
つ
よ
み
」
と
い
う

吟
は
な
い
。
か
つ
て
は
音
色
に
伴
っ
て
音
階
も
連
続
的
に
変
化
さ
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
可
能
な
の
か
と
考
え
る

と
、
こ
れ
は
技
術
的
な
観
点
か
ら
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
近
年
の
研
究
を
参
照
す
る
と
、
ふ
し
付
け
は
現
在
の
弱
吟
の

よ
う
に
旋
律
的
に
謡
い
、
音
質
は
や
や
強
吟
風
に
謡
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
詳
細
は
今
後
の
研
究
を
待
ち
た

い
。
そ
の
他
、『
申
楽
談
義
』
に
も
「
声
枕
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
が
、「
心
拍
子
」
の
古
称
で
あ
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
に
お
け
る
声
枕

と
は
意
味
が
異
な
る
。

本
章
に
は
埋
め
草
風
に
、声
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
の
小
文
が
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
。
世
間
で
は
謡
に
お
い
て
声
の
良
い
こ
と
が

第
一
と
さ
れ
る
が
、節
扱
い
の
巧
み
な
人
こ
そ
上
手
な
の
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
る
。
文
章
の
前
半
は
声
枕
の
技
法
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が
紹
介
さ
れ
、
後
半
に
な
る
と
い
き
な
り
謡
の
道
が
説
か
れ
る
の
で
、
議
論
の
飛
躍
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
両
者
に

刻
印
さ
れ
た
磨
か
れ
た
声
の
技
を
尊
ぶ
と
い
う
著
者
の
主
張
に
注
目
し
た
い
。

【
資
料
】　

声
枕
の
曲
の
事

音
枕
と
も
隠
し
声
と
も
い
ふ
声
の
つ
ま
り
た
る
時
歟
或
は
我
よ
り
高
声
の
人
と
出
会
諷
ふ
時
手
ま
へ
劣
る
は
無
念
な
れ
は
是
非
と

も
ま
け
ま
し
き
と
身
を
し
ゞ
め
顔
は
せ
お
か
し
く
成
は
恥
辱
の
事
也
其
時
は
い
つ
れ
の
所
に
て
も
常
よ
り
は
少
つ
よ
み
に
謡
ひ
響
き

を
随
分
高
き
や
う
に
う
た
ふ
を
声
枕
と
い
ふ
な
り

『
音
曲
玉
淵
集　

四
』
時
中
庚
妥
編
、
今
村
義
福
補
、
大
和
田
建
樹
訂
、
江
島
伊
兵
衛
、
一
八
九
九
年
、
三
三
頁
。

六
代
に
、「
何
を
か
種
と
お
も
ひ
子
の
」、
こ
ゝ
に
は
声
枕
を
置
く
べ
し
。
今
程
、
心
拍
子
と
い
へ
り
。「
を
も
」
の
下
に
声
枕
を
一

置
き
て
、「
お
も
ひ
子
」
の
「
い
」
を
二
突
く
べ
し
。
こ
ゝ
は
、
心
を
静
め
て
、
露
程
も
心
の
塵
あ
ら
ば
、
悪
か
る
べ
し
。

世
阿
弥
「
申
楽
談
義
」『
世
阿
弥　

禅
竹
』
表
章
、
加
藤
周
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
二
八
三
頁
。

※
執
筆
に
あ
た
っ
て
𠮷
岡
倫
裕
氏
に
よ
る
翻
刻
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
上
野 

正
章
）




