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第
二
十
条　

延
る
曲
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】　

　
　
　

第
二
十　

の
ふ
る
曲
の
事

延
曲
と
云
ハ
、
是
第
一
う
た
ひ
の
病
に
し
た
る
事
也
。
引
ま
し
き
所
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
引
て
よ
ろ
し
き
①
所
な
り
と
い
ふ
と
も
、
ゆ

ひ
た
き
ま
ゝ
、
声
よ
き
ま
ゝ
に
ハ
、
ひ
か
ぬ
物
な
り
。
そ
れ
よ
り
あ
と
の
咏
、
し
た
る
く
な
る
事
う
た
か
ひ
な
く
候
。

只
、
引
曲
延
曲
と
云
ハ
、
字
を
一
字
つ
よ
く
あ
た
り
て
、
延
所
を
や
ハ
ら
け
て
、
呂
の
曲
に
謡
ふ
事
な
り
。
た
と
へ
は
、「
馬
よ
り
を

り
て
な
か
め
け
る
、さ
＊（
か
）
の
ゝ
原
の
女
郎
花
、名
に
め
て
ゝ
を
れ
る
斗
の
な
さ
け
か
な
」
と
云
、「
原
の
を
ミ
な
へ
し
」
の
「
の
」
ゝ

字
の
所
、「
の
を
」
の
二
字
を
引
ケ
は
、
追
懸
る
「
を
」
の
字
を
云
心
な
る
へ
し
。

と
か
く
う
た
ひ
の
病
と
云
ハ
、
し
た
る
く
②
ね
ま
き
を
い
む
事
也
。
此
等
の
曲
、
心
つ
か
ひ
被
成
候
事
、
専
一
に
候
。
上
手
の
謡
ハ
、

③
ね
ま
き
様
な
れ
と
、
は
や
く
か
ろ
し
。
下
手
の
謡
ハ
④
早
き
様
な
れ
と
し
た
る
し
。
は
や
き
よ
し
と
て
、
わ
さ
と
い
そ
か
ハ
し
き
や

う
に
う
た
ふ
、
又
あ
し
く
候
。

＊
こ
の
歌
詞
は
喜
阿
弥
作
〈
女
郎
花
〉
の
一
節
（
後
述
）
で
あ
り
「
さ
か
の
（
嵯
峨
野
）
の
」
が
正
し
い
。



─ 180 ─

第二十条　延る曲の事（高橋）

【
校
異
】

①　

所
な
り
と
―
所
た
り
と
（
鴻
）　

②　

ね
ま
き
―
ね
ば
き
（
鴻
）　

③　

ね
ま
き
様
な
れ
と
―
ね
は
き
や
う
な
れ
と
も
（
鴻
）　

④　

早
き
様
な
れ
と
―
は
や
き
や
う
に
し
て
（
鴻
）

【
現
代
語
訳
】

第
二
十　

延
べ
る
曲
の
事　

延
べ
る
ふ
し
と
い
う
の
は
、
第
一
に
「
謡
の
病
」
を
引
き
起
こ
す
も
の
だ
。
ふ
し
を
引
い
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
は
勿
論
の
こ
と
、

引
い
て
謡
っ
て
よ
い
所
で
あ
っ
て
も
、
や
り
た
い
放
題
に
、
声
が
よ
く
出
る
の
に
任
せ
て
引
い
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
あ
と
の

謡
は
必
ず
、
重
く
粘
っ
た
だ
ら
だ
ら
と
し
た
謡
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
も
そ
も
、
引
く
ふ
し
・
延
べ
る
ふ
し
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
字
を
強
く
発
音
し
、
そ
の
あ
と
を
柔
ら
か
く
延
ば
し
て
呂
の
ふ
し
に

謡
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
馬
よ
り
降
り
て
眺
め
け
る
、
嵯
峨
野
の
原
の
女
郎
花
、
名
に
愛
で
て
折
れ
る
ば
か
り
の
情
け
か
な
」

と
い
う
歌
の
、「
原
の
お
み
な
え
し
」
の
「
の
」
の
字
の
所
が
そ
れ
で
あ
る
。「
の
」
の
一
字
を
「
の
ー
お
ー
」
と
二
字
引
く
よ
う
に
す

れ
ば
、「
の
」
の
母
音
の
「
お
」
が
そ
の
ま
ま
次
の
「
を
み
な
え
し
」
の
「
を
」
の
字
に
な
っ
て
聞
こ
え
る
。
そ
う
す
る
と
、「
を
み
な

え
し
」
と
い
う
言
葉
が
柔
ら
か
く
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。

と
か
く
謡
の
病
と
し
て
忌
む
べ
き
は
、
重
く
粘
っ
た
謡
い
方
で
あ
る
。
延
べ
る
ふ
し
、
引
く
ふ
し
を
謡
う
と
き
は
、
そ
う
な
ら
な
い

よ
う
に
専
ら
気
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
手
な
謡
と
い
う
も
の
は
、
粘
る
よ
う
な
感
じ
が
し
な
が
ら
、
実
は
適
度
に
速
く
軽
や
か
で
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あ
る
。
下
手
の
謡
は
速
く
謡
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
だ
ら
だ
ら
と
重
く
れ
て
聞
こ
え
る
。
速
い
の
が
よ
い
か
ら
と
言
っ
て
、
わ
ざ
と

急
い
で
せ
か
せ
か
と
謡
う
の
も
ま
た
、
悪
い
謡
で
あ
る
。

【
解
説
】

原
文
の
「
の
ふ
る
曲
」
や
「
延
曲
」
と
は
、
謡
の
音
節
を
引
き
延
ば
す
謡
い
方
や
、
延
ば
す
節
付
の
あ
る
箇
所
で
の
技
巧
・
わ
ざ
と

い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
延
べ
る
ふ
し
、
と
読
ん
で
お
こ
う
。
本
条
で
は
、
こ
の
ふ
し
の
二
つ
の
側
面
を
述
べ
て
い
る
。
最

初
の
段
落
（
原
文
に
は
段
落
な
し
）
で
は
、
延
べ
る
ふ
し
が
「
謡
の
病
」
の
元
凶
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
第
二
段
落
で
は
、
こ
れ
が
効

果
的
な
技
巧
と
も
な
る
こ
と
を
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
第
三
段
落
で
は
ま
と
め
と
し
て
、粘
ら
ず
軽
く
謡
う
こ
と
の
大
切

さ
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
う
ち
第
二
段
落
は
、「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」（
以
下
「
道
見
在
判
伝
書
」）
に
収
載
さ
れ
る
「
音
曲
十
五
之
大
事
」

（
以
下
「
大
事
」）
の
第
十
三
条
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。
左
に
そ
の
全
文
を
示
し
た
。
傍
線
部
①
は
本
条
の
第
一
段
落
と
、②
が
第
二
段

落
と
重
な
る
部
分
で
あ
る
。

第
十
三
、
①

引
延
曲
と
い
ふ
事
、
是
第
一
諷
の
病
な
り
、
大
事
也
。
長
引
延
ハ
、
謳
む
じ
や
う
の
さ
ん
を
引
ご
と
く
也
、
ゆ
め

ゆ
め
謡
の
曲
の
内
に
有
べ
か
ら
ず
。
②

只
引
と
云
ハ
、
字
一
字
に
強
く
あ
た
り
、
延
所
を
和
げ
て
謳
を
呂
の
曲
と
云
も
、
此
曲

の
心
也
、「
馬
よ
り
お
ち
て
眺
め
け
る
、
嵯
峨
野
の
原
の
女
郎
花
、
名
に
愛
で
て
折
れ
る
ば
か
り
の
情
け
哉
」
と
い
ふ
、「
は
ら

の
女
郎
花
」
の
「
の
」〔
の
〕
字
の
所
を
、「
の
」
を
ひ
け
ば
、
お
っ
か
く
る
「
を
」
の
字
を
い
ふ
心
成
べ
し
、
口
伝
有
。

本
条
で
は
、
②
の
「
字
一
字
に
強
く
あ
た
り
、
延
所
を
和
げ
て
謳
を
呂
の
曲
と
云
」
や
、
終
わ
り
近
く
の
「
お
っ
か
く
る
「
を
」
の
字

を
い
ふ
心
成
べ
し
」
な
ど
、
同
じ
表
現
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
嵯
峨
野
の
原
の
」

の
「
の
」
の
母
音
「
お
」
を
柔
ら
か
く
延
ば
し
て
「
女
郎
花
」
の
「
お
」
に
繋
げ
る
と
い
う
謡
い
方
で
、世
阿
弥
が
「
文
字
移
り
」
と
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言
い
、
禅
竹
が
「
五
音
連
声
」
と
言
う
技
法（

1
）で

あ
る
。
禅
竹
が
「
五
音
の
響
、
美
し
く
連
声
す
る
所
也
」「
面
白
く
聞
こ
ゆ
る
也
」
と

述
べ
る
よ
う
に
、
連
声
は
古
来
重
要
な
謡
の
技
法
で
あ
り
、
②
は
こ
れ
を
推
奨
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
技
法
は
現
在
も
効
果
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

②
の
部
分
を
そ
っ
く
り
取
り
入
れ
、
そ
の
前
後
に
、
延
べ
る
ふ
し
に
対
す
る
忠
告
を
著
者
自
身
の
言
葉
で
補
足
し
た
の
が
『
う
た
ひ

鏡
』
の
本
条
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
本
説
た
る
「
大
事
」
の
方
で
は
、
こ
れ
を
「
第
一
諷
の
病
」
と
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
説
明

は
抽
象
的
で
（「
む
じ
や
う
の
さ
ん
を
引
ご
と
く
」
は
意
味
不
詳
）、そ
の
あ
と
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
「
五
音
連
声
」
の
活
用
効
果
の

方
に
重
点
が
置
か
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
う
た
ひ
鏡
』
で
は
、
実
際
に
陥
り
が
ち
な
悪
癖
や
上
手
な
謡
・
下
手
な
謡

の
違
い
を
わ
か
り
や
す
く
述
べ
、
最
後
は
警
告
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
上
手
な
謡
は
軽
く
、
下
手
な
謡
は
「
し
た
る
い
」、
と
明
快

で
あ
る
。「
し
た
る
し
」
と
い
う
現
代
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
言
葉
と
、
②
に
引
か
れ
た
廃
絶
曲
女
郎
花
の
謡
に
つ
い
て
は
、
以
下

で
解
説
し
よ
う
。

な
お
本
書
で
は
、
謡
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
を
「
呂
の
曲
に
謡
う
」
と
表
現
す
る
の
が
特
徴
的
で
、
呂
律
の
条
に
も
同
様
の
記
述
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
も
「
道
見
在
判
伝
書
」
に
基
く
独
特
の
呂
律
観
で
あ
る
。

◆
「
し
た
る
し
」
に
つ
い
て

本
条
（
第
三
段
階
）
で
「
と
か
く
う
た
ひ
の
病
と
云
ハ
、
し
た
る
く
ね
ま
き
（
粘
き
…
訳
者
注
）
を
い
む
事
也
」
と
断
言
さ
れ
る

「
し
た
る
し
」
と
は
、
総
じ
て
粘
っ
こ
く
重
く
れ
た
状
態
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
期
を
通
じ
て
の
、
能
の
謡
と
芸

全
般
に
お
け
る
最
も
忌
避
す
べ
き
現
象
を
表
す
言
葉
の
代
表
格
と
い
え
る
。
但
し
世
阿
弥
伝
書
に
は
こ
の
言
葉
は
見
当
た
ら
ず（

2
）、「

し

た
る
し
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
金
春
禅
竹
以
降
と
思
わ
れ
る
。
少
し
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、禅
竹
『
五
音
三
曲
集
』
の
「
重
き
は
よ
き

と
こ
ろ
あ
り
。
た
だ
、
し
た
る
き
が
悪
し
。・
・
・
・
・
・
心
を
粗
略
に
し
て
手
を
重
く
打
つ
は
、
し
た
る
き
な
り（

3
）」、

禅
鳳
『
反
古

裏
の
書
（
二
）』
の
「
音
曲
の
大
事
は
、
文
字
ご
と
に
心
を
つ
け
ぬ
は
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
文
字
に
心
を
つ
け
過
ご
せ
ば
し
た
る
く
成
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也
。
是
、
一
大
事
の
心
得
也（

4
）」

な
ど
。
ま
た
囃
子
に
お
い
て
も
、
最
初
期
の
伝
書
で
あ
る
「
尊
若
小
鼓
伝
書（

5
）」

の
冒
頭
に
「
一
、
つ
ゞ

ミ
に
第
一
の
や
ま
ひ
あ
り
。
一
、
手
を
う
つ
事
。
一
、
し
た
る
き
事
」
と
あ
り
、
同
様
の
記
事
は
宮
増
伝
書
に
多
い
。
或
は
音
曲
道
歌

「
音
曲
は
軽
き
心
ぞ
よ
か
り
け
り
、
重
き
も
悪
し
し
た
る
き
も
憂
し（

6
）」

な
ど
、
戒
め
の
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

し
か
し
、
禅
鳳
が
「
一
大
事
の
心
得
」（
詞
に
心
を
込
め
な
い
の
は
面
白
く
な
い
が
心
を
込
め
す
ぎ
る
と
し
た
る
く
な
る
）
と
言
う

よ
う
に
、
謡
の
表
現
を
追
及
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
重
く
し
た
る
く
な
る
危
険
は
避
け
ら
れ
な
い
。（
現
代
に
も
通
じ
る
「
一
大

事
」
で
あ
る
。）「
大
事
」
や
本
条
が
「
引
延
曲
」
の
是
非
両
面
を
示
す
の
も
、そ
の
陥
穽
を
自
覚
す
る
か
ら
こ
そ
だ
ろ
う
。
禅
鳳
は
さ

ら
に
、「
能
謡
に
は
何
事
も
軽
き
を
本
と
す
る
也
。
然
ど
も
重
く
し
た
る
き
、
用
に
た
つ
な
り（

7
）」（『

反
古
裏
の
書
（
一
）』）
と
微
妙
な

表
現
も
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
は
座
敷
謡
が
流
行
し
、「
酒
も
な
く
て
、謡
を
聞
か
ん
と
耳
を
そ
ば
だ
て
て
聞
（
く
）
人
あ
る（

8
）」（『

毛

端
私
珍
抄
』）
ほ
ど
熱
心
な
愛
好
家
が
増
え
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
座
敷
謡
の
場
で
は
、
重
く
し
た
る
い
謡
い
方
を
単
純
に
は
排
除

で
き
な
い
ほ
ど
に
、謡
の
表
現
に
繊
細
さ
と
技
巧
が
求
め
ら
れ
る
情
況
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
尚
更
「
し
た
る

し
」
に
対
す
る
警
告
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

◆
喜
阿
弥
作
〈
女
郎
花
〉
に
つ
い
て

②
で
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
詞
に
は
「
女
郎
花
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
詞
は
現
行
曲
の
女
郎
花
や
番
外
曲
〈
嵯
峨
女
郎

花
〉〈
現
在
女
郎
花
〉
等
に
は
な
く
、
喜
（
亀
）
阿
弥
作
の
女
郎
花
の
一
部
で
あ
る
。
同
曲
は
、
世
阿
弥
が
『
五
音 

上
』
に
哀
傷
の

例
曲
と
し
て
挙
げ
、『
申
楽
談
義
』
に
そ
れ
ら
し
き
曲
へ
の
言
及
が
あ
る
も
の
の
、
全
容
は
不
明
だ
っ
た
。
が
、
そ
の
主
要
部
分
が

「
小
謡
曲
舞（

9
）」

と
い
う
謡
物
の
譜
本
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
章
氏
が
発
見
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
表
氏
稿
「〈
女
郎
花
の
古
き

謡
〉
考（

10
）」

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、「
大
事
」
と
本
条
の
歌
詞
も
、
表
氏
稿
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
同
曲
の
歌
詞
の
一
部
に
一
致
す

る
。「
小
謡
曲
舞
」
は
、
そ
の
書
体
か
ら
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
没
の
金
春
八
左
衛
門
安
喜
の
筆
写
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
曲
が
実
際
に
い
つ
頃
ま
で
謡
わ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
な
く
、演
唱
記
録
は
全
く
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
し
て
『
う
た
ひ
鏡
』
刊

行
時
の
寛
文
二
年
頃
に
謡
わ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
ず
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
が
こ
の
稀
曲
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
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本
条
の
女
郎
花
の
部
分
は
、
恐
ら
く
曲
名
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
「
大
事
」
か
ら
引
き
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

11
）。

し
か
し
い
ず
れ

に
し
て
も
、
同
曲
の
謡
い
方
を
記
し
た
大
変
稀
少
な
記
録
で
あ
る（

12
）。

な
お
、「
大
事
」
に
は
第
二
条
「
曲
前
の
曲
」
に
お
い
て
も
、〈
頼
風
〉
の
名
で
「
佐
賀
野
ゝ
は
ら
の
女
郎
花
、
な
に
め
て
し
（
マ
マ
）」
が

掲
載
さ
れ
て
い
て
、「
大
事
」
成
立
時
に
こ
の
曲
が
謡
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
条
は
『
う
た
ひ
鏡
』
の
第
九
に
摂
取
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、「
大
事
」
の
同
条
の
例
曲
二
四
曲
が
六
曲
と
大
幅
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
伴
い
、
こ
の
曲
も
削
除
さ
れ
て

い
る
。

注（
1
）  『
申
楽
談
義
』
は
〈
箱
崎
〉
の
「
し
る
し
の
松
な
れ
や
、有
難
の
」
を
引
い
て
「
名
の
あ
る
文
字
移
り
」
と
し
（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅

竹
』、
一
九
七
四
、
岩
波
書
店
、
二
八
三
頁
）、
禅
竹
『
五
音
三
曲
集
』
等
は
、
同
じ
〈
箱
崎
〉
の
例
を
引
い
て
「
五
音
連
声
」
と
し
て
い
る

（『
金
春
古
伝
書
集
成
』、
一
九
六
九
、
わ
ん
や
書
店
、
引
用
記
事
は
一
七
六
頁
）。

（
2
）  

同
様
の
意
味
を
述
べ
た
記
事
と
し
て
、『
申
楽
談
義
』「「
と
か
や
」
と
、「
と
」
を
引
て
云
を
、
う
ら
山
し
が
り
て
、「
と
う
か
や
」
な
ど
と
ひ

き
ず
る
也
」
な
ど
。
同
前
、
二
八
二
頁
。

（
3
）『
金
春
古
伝
書
集
成
』（
注
1
）
一
七
九
頁
。

（
4
）
同
前
三
七
八
頁
。『
五
音
之
次
第
』（
同
前
四
一
一
頁
）
に
も
同
内
容
の
記
事
あ
り

（
5
）  

一
五
〇
〇
年
前
後
の
成
立
。
鴻
山
文
庫
蔵
『
風
鼓
尊
若
伝
書
』
に
合
写
。
翻
刻
は
『
宮
増
小
鼓
伝
書
の
資
料
と
研
究
』（
重
田
み
ち
編
、
法
政

大
学
能
楽
研
究
所
、
二
〇
二
一
）。
引
用
記
事
は
同
書
五
五
頁
。

（
6
）  『
謡
之
秘
書
』（
慶
安
五
年
刊
）
の
ほ
か
、音
曲
百
首
系
道
歌
（「
音
曲
道
歌
雑
考
」『
能
楽
史
新
考
（
二
）』、一
九
八
六
、わ
ん
や
書
店
、五
二
〇

頁
）
な
ど
。

（
7
）
注
3
、
三
六
九
頁
。
三
八
〇
頁
に
も
同
内
容
の
記
事
あ
り
。

（
8
）
注
3
、
三
四
一
頁
。
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うたひ鏡　下巻

（
9
）
能
楽
研
究
所
般
若
窟
文
庫
蔵
、
般
一
97
。

（
10
）『
観
世
』
昭
和
四
九
年
七
月
号
、
檜
書
店
、
四
―
一
一
頁
。

（
11
）  「
道
見
在
判
伝
書
」
か
ら
の
本
書
の
盲
目
的
な
摂
取
の
例
と
し
て
、第
十
「
し
ほ
る
曲
差
別
」
の
屋
島
「
修
羅
道
の
有
様
ご
ら
ん
ぜ
よ
」（
傍
線

部
は
各
流
古
今
の
謡
本
に
な
し
。
現
行
は
「
表
す
な
り
」）
や
、
第
十
一
条
の
常
陸
帯
「
よ
し
と
て
も
」
の
繰
返
し
記
号
の
誤
脱
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
12
）  

表
氏
稿
に
は
、「
大
事
」
や
『
う
た
ひ
鏡
』
へ
の
言
及
は
な
い
。「
大
事
」
の
女
郎
花
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
音
曲
十
五
之
大
事
」
と

「
十
五
之
次
第
」
―
室
町
末
期
音
曲
伝
書
再
編
の
一
断
面
」（『
能
と
狂
言
』
第
22
号
）
に
紹
介
し
た
。
同
稿
と
一
部
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
許

し
い
た
だ
き
た
い
。

（
高
橋 

葉
子
）




