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第
二
十
一
条　

枕
拍
子
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】

　
　
　

第
廿
一　

枕
拍
子
の
事　
　
　

別
義
な
し
。
す
う
た
ひ
に
て
も
鳴
物
有
時
に
て
も
、
う
た
ひ
に
く
き
所
出
き
た
る
時
、
頭
を
動
し
、
つ
ら
を
ふ
り
合
す
る
、
是
を
枕
拍

子
と
云
也
。
何
時
も
か
な
ハ
さ
る
時
ハ
、
ま
な
こ
を
ふ
さ
き
、
つ
ら
を
ふ
る
へ
し
。
此
拍
子
し
せ
ん
と
骨
す
い
よ
り
出
る
故
か
、
ひ
や

う
し
に
な
つ
と
く
す
る
事
に
て
御
座
候
。
此
拍
子
き
ゝ
た
る
、第
一
よ
き
御
事
に
て
①
御
座
候
。
い
か
に
音
声
の
名
人
た
り
と
い
ふ
と

も
、
時
に
よ
り
文
字
を
も
わ
す
れ
、
拍
子
を
も
既
に
は
づ
さ
ん
と
す
る
事
、
お
ほ
き
習
ひ
に
て
御
座
候
。　
　

【
校
異
】

①　

御
座
候
―
候
（
鴻
）
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【
現
代
語
訳
】

第
二
十
一　

枕
拍
子
の
事

枕
拍
子
と
い
っ
て
も
特
段
の
こ
と
で
は
な
い
。
素
謡
で
も
囃
子
入
り
の
時
で
も
、難
し
い
所
や
謡
い
に
く
い
所
に
さ
し
か
か
っ
た
時

に
、
お
の
ず
と
頭
を
動
か
し
顔
を
振
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
動
作
に
現
れ
る
根
源
的
な
律
動
を
枕
拍
子
と
い
う
の
で
あ
る
。
謡

が
う
ま
く
謡
え
な
く
な
っ
た
時
に
は
、
い
つ
で
も
目
を
閉
じ
て
顔
を
振
る
と
よ
い
。
こ
の
拍
子
は
体
の
骨
髄
に
し
み
込
ん
で
い
て
、
自

然
に
わ
き
出
て
く
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
拍
子
に
乗
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
落
ち
着
い
て
楽
に
謡
え
る
の
で
あ
る
。
枕
拍
子
と
い
う
根

源
的
な
拍
子
に
体
が
自
然
に
乗
っ
て
い
る
状
態
が
、
謡
に
と
っ
て
一
番
理
想
的
な
状
態
で
あ
る
。
い
か
に
謡
の
名
人
で
あ
っ
て
も
、
時

に
は
文
句
を
忘
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拍
子
さ
え
外
し
そ
う
に
な
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

【
解
説
】

枕
拍
子
と
は
謡
の
根
源
的
な
リ
ズ
ム
で
、
そ
れ
が
体
の
髄
に
し
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
目
を
閉
じ
頭
を

振
っ
て
謡
う
こ
と
だ
と
し
、
そ
の
動
き
は
身
体
の
奥
か
ら
わ
き
出
る
自
然
な
律
動
に
基
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ふ
し
の
難
所
や
絶
句

な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
り
そ
う
に
な
っ
た
時
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
謡
え
ば
お
の
ず
と
う
ま
く
謡
え
る
と
い
う
。「
枕
」
の
語
に
は
、

「
歌
枕
」
と
も
い
う
よ
う
に
、
物
事
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
枕
拍
子
」
も
拍
子
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
う
意
味
か
と
推
測

で
き
る
。

こ
の
条
も
、「
道
見
在
判
伝
書
」
中
の
「
音
曲
十
五
之
大
事
」（
以
下
「
大
事
」）
に
基
づ
い
て
い
る
。
左
の
「
大
事
」
第
十
四
条
全

文
と
比
較
す
る
と
、
本
条
が
「
大
事
」
第
十
四
条
の
言
葉
を
ほ
ぼ
全
て
摂
取
し
、
後
半
に
「
此
拍
子
き
ゝ
た
る
」
以
下
の
文
を
加
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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第
十
四
、
枕
拍
子
の
曲
の
事
、
う
た
い
に
、
い
ひ
に
く
き
所
あ
ら
は
、
其
時
つ
ら
を
ふ
り
合
せ
、
枕
拍
子
と
い
ふ
、
か
な
わ
さ

る
所
に
て
ハ
、
ま
な
こ
を
ふ
さ
き
て
つ
ら
を
ふ
る
へ
し
、
是
ハ
し
や
う
と
く
に
な
つ
と
く
す
る
也

傍
線
部
「
し
や
う
と
く
に
な
つ
と
く
す
る
」
は
、『
う
た
ひ
鏡
』
で
は
対
校
本
と
も
「
ひ
や
う
し
に
な
つ
と
く
す
る
」
と
な
っ
て
い

る
。
現
存
す
る
「
大
事
」
も
転
写
本
で
あ
る
た
め
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
不
詳
だ
が
、「
大
事
」
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
し
や
う
と

く
」
は
「
生
得
」
と
解
釈
し
て
、
自
分
本
来
の
音
感
や
拍
子
感
が

っ
て
自
ず
と
謡
い
や
す
く
な
る
、
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
意
味
の
上
で
は
本
条
も
大
き
な
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

音
曲
伝
書
で
は
、
演
奏
時
の
姿
勢
や
顔
の
角
度
な
ど
に
つ
い
て
、
体
幹
の
安
定
や
発
声
の
観
点
か
ら
、
ま
た
礼
儀
や
修
養
の
観
点
か

ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
大
事
」
や
本
条
の
よ
う
に
、
音
楽
の
拍
節
感
と
身
体
感
を
結
び
つ
け
、
自
然
で
解
放
的
な
身
体
の

あ
り
方
を
推
奨
し
た
論
は
珍
し
い
。

◆
頭
を
ふ
る
こ
と
・
枕
拍
子
と
い
う
言
葉

「
目
を
ふ
さ
ぎ
あ
た
ま
を
振
り
て
謡
ふ
人　

さ
も
見
苦
し
き
事
と
知
る
べ
し（

1
）」

と
は
、室
町
末
期
の
音
曲
道
歌
の
一
つ
で
あ
る
。『
謡

の
秘
書
』（
慶
安
五
年
刊
）
や
、『
音
曲
玉
淵
集
』（
享
保
十
二
年
刊
）
な
ど
に
も
、
目
を
閉
じ
、
顔
や
体
を
動
か
し
て
謡
う
こ
と
を
戒

め
る
記
事
が
あ
り
、
現
在
で
も
、
背
筋
を
伸
ば
し
、
視
点
を
定
め
て
上
体
を
あ
ま
り
動
か
さ
ず
に
謡
う
の
が
よ
い
と
い
う
共
通
認
識
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
感
覚
か
ら
言
う
と
、「
か
な
わ
さ
る
所
に
て
ハ
、
ま
な
こ
を
ふ
さ
き
て
つ
ら
を
ふ
る
へ
し
」（「
大
事
」）
と
い
う
主
張
は
特
異

で
奇
異
な
印
象
す
ら
あ
る
。
こ
の
教
え
の
由
来
は
未
詳
だ
が
、世
阿
弥
の
『
音
曲
口
伝
』（
ま
た
は
『
花
鏡
』）
の
記
事
「
調
子
を
ば
機

に
て
持
ち
、
声
を
ば
調
子
に
て
出
だ
し
、
文
字
を
ば
口
び
る
に
て
分
か
つ
べ
し
。
文
字
に
も
か
ゝ
ら
ぬ
程
の
曲
を
ば
、
顔
の
振
り
様
を

以
て
あ
ひ
し
ら
ふ
べ
し
」
な
ど
が
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
世
阿
弥
の
時
代
に
は
、適
度
に
顔
を
振
る
こ
と
が

謡
の
表
現
を
助
け
る
有
効
な
動
作
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
枕
拍
子
の
記
事
は
、謡
の
古
い
慣
習
を
受
け
継

（
2
）
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い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

但
し
「
道
見
」
の
他
の
条
（
第
十
七
）
に
は
、
謡
う
時
に
上
体
を
あ
ま
り
動
か
さ
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫
が
書
か
れ
て
お
り
、
一
つ

の
本
の
中
に
抵
触
す
る
条
文
が
並
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
本
書
で
は
第
二
十
四
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
）。
こ
れ
は
再
編
伝
書
ゆ

え
の
矛
盾
と
い
え
る
が
、
恐
ら
く
実
態
と
し
て
、
謡
の
時
と
場
所
に
よ
っ
て
身
体
動
作
は
か
な
り
違
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
貴
人
の
前
で

は
特
に
作
法
も
厳
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
近
代
に
お
い
て
も
、
聴
衆
か
ら
姿
の
見
え
な
い
障
子
の
内
側
で
謡
っ
て
い
た
謡
講
で

は
、
顔
や
体
の
動
き
で
互
い
の
息
を
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う（

3
）。

枕
拍
子
と
い
う
言
葉
は
世
阿
弥
・
禅
竹
・
禅
鳳
ら
の
伝
書
に
は
見
え
ず
、「
大
事
」
が
初
出
の
可
能
性
が
あ
る
。「
大
事
」
以
降
の
伝
書

に
つ
い
て
も
使
用
例
は
多
く
な
く
、「
大
事
」
を
基
に
し
た
と
思
わ
れ
る
「
十
五
之
次
第（

4
）」、

及
び
こ
れ
と
同
時
代
の
『
謡
秘
伝
鈔（

5
）』、

「
大
事
」
ま
た
は
『
う
た
ひ
鏡
』
か
ら
採
っ
た
と
思
わ
れ
る
『
音
曲
玉
淵
集
』（
享
保
十
二
年
刊
）
の
記
事（

6
）な

ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。

注（
1
）  

下
の
句
は
「
た
だ
憎
体
に
見
ゆ
る
な
り
け
り
」
と
も
。
表
章
「
音
曲
道
歌
雑
考
」（『
能
楽
史
新
考
（
二
）』、一
九
八
六
、わ
ん
や
書
店
）
五
二
一

頁
。

（
2
）『
音
曲
口
伝
』（
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 

禅
竹
』、
一
九
七
四
、
岩
波
書
店
）
七
四
頁
。
ま
た
は
『
花
鏡
』（
同
）
八
四
頁
。

（
3
）  「
地
頭
は
‥
‥
‥
両
手
ば
か
り
で
な
く
、
時
に
は
両
眼
、
或
は
身
体
ま
で
動
か
し
て
指
揮
し
て
い
る
有
様
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
の
っ
て
謡
の
緩

急
が
つ
い
て
行
く
具
合
な
ど
、
一
種
の
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
面
白
い
」
片
山
博
通
「
京
観
世
の
興
亡
」（『
上
方
』
一
九
四
二
、
上
方
郷
土
研
究

会
）

（
4
）  「
十
五
之
次
第
」
は
観
世
文
庫
蔵
「〔
観
世
元
忠
〕
筆
巻
子
本
音
曲
伝
書
」
に
収
載
さ
れ
る
。
翻
刻
は
伝
音
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
「
謡
伝
書
の
具
体
的

理
解
と
体
系
的
把
握
に
向
け
て
―
「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」
の
翻
刻
デ
ー
タ
公
開 

― 

補
遺　

観
世
宗
節
筆
「（
音
曲
）
十
五
之
次

第
」
翻
刻
」。
ま
た
同
書
の
異
本
「
謡
根
本
秘
伝
抄
」（『
節
章
句
秘
伝
之
抄
』
Ｈ
）
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
翻
刻
は
『
細
川
五
部
伝
書
』

（
能
楽
資
料
集
成
2
、
一
九
七
三
、
わ
ん
や
書
店
）、
一
五
〇
頁
。
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（
5
）
演
劇
博
物
館
蔵
な
ど
。
同
館
編
『
花
鏡　

謡
秘
伝
鈔
』（
演
劇
資
料
選
書
1
、
一
九
七
五
）
に
翻
刻
が
あ
る
。

（
6
）『
音
曲
玉
淵
集
』
第
三
巻
に
「
枕
拍
子
と
い
ふ
ハ
頭
の
ふ
り
や
う
に
て
出
る
事
ヲ
云
」。

（
高
橋 

葉
子
）




