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第
二
十
二
条　

拍
子
間あ
ひ

曲
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
鴻
山
本

【
翻
刻
】　　

　
　
　

第
二
十
二　

拍
子
あ
ひ
曲
の
事　
　
　

此
曲
、
う
け
を
し
の
曲
共
申
候
。
拍
子
を
よ
く
①
請
取
、
謡
の
句
を
待
也
。
惣
し
て
ま
ち
か
ね
て
う
た
ひ
い
た
す
ハ
、
た
と
へ
拍
子
に

は
つ
れ
ね
ど
も
拍
子
は
つ
れ
と
申
て
、
元
来
不
拍
子
よ
り
出
た
れ
ハ
、
音
曲
者
の
ち
し
よ
く
と
す
る
事
也
。
た
と
ひ
を
そ
き
や
う
な
り

と
も
、
程
に
あ
ひ
申
を
よ
き
拍
子
と
い
ふ
也
。
拍
子
を
ま
た
す
、
句
を
請
す
し
て
程
に
至
ら
ぬ
を
、
②
賎
し
き
す
る
也
。
程
は
ま
た
拍

子
の
あ
ひ
に
て
候
。
か
な
ら
す
程
を
わ
す
れ
給
ふ
へ
か
ら
す
。

た
と
ひ
つ
ゝ
ミ
に
打
切
所
な
く
と
も
、
い
き
あ
ひ
③
つ
ま
ら
す
、
句
の
所
の
前
の
字
を
程
に
て
引
き
ら
ハ
、
句
の
あ
ひ
を
つ
ゝ
ミ
よ
り

打
き
ら
て
か
な
ふ
へ
か
ら
す
。
其
時
程
に
て
う
た
ひ
出
す
へ
し
。
是
ハ
初
心
の
人
達
へ
の
を
し
へ
、此
道
よ
く
し
れ
る
人
ハ
お
し
へ
に

不
及
事
ニ
て
候
。
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【
校
異
】

①　

請
取
―
請
て
（
鴻
）

②　

賎
し
き
―
い
や
し
と
（
鴻
）

③　

つ
ま
ら
す
―
つ
ま
ら
ば
（
鴻
）

【
現
代
語
訳
】　

第
二
十
二　

拍
子
の
間
の
曲
の
こ
と

こ
の
わ
ざ
は
「
う
け
お
し
の
曲
」
と
も
い
う
。
鼓
や
太
鼓
の
打
つ
拍
子
を
よ
く
聞
い
て
受
け
取
り
、謡
の
句
切
の
間
を
待
つ
こ
と
で

あ
る
。
総
じ
て
、
間
を
待
ち
き
れ
ず
に
謡
い
出
す
と
、
た
と
え
鼓
の
打
つ
拍
子
に
外
れ
な
く
と
も
、「
拍
子
外
れ
」
と
い
う
べ
き
、
間

の
悪
い
謡
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
謡
の
リ
ズ
ム
を
体
得
し
て
い
な
い
か
ら
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、謡
を
嗜
む
者
に
と
っ

て
は
恥
ず
べ
き
事
で
あ
る
。
た
と
え
鼓
の
音
よ
り
遅
れ
て
、
音
に
合
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
程
の
間
に
合
う
の
が
理
想
的
な
リ
ズ
ム

な
の
で
あ
る
。
鼓
の
音
を
待
た
ず
、
句
切
の
間
合
い
を
十
分
受
け
と
め
ず
、
程
の
間
に
入
れ
な
い
謡
は
、
趣
に
欠
け
て
聞
き
劣
り
す
る

も
の
で
あ
る
。
程
と
は
拍
子
の
あ
い
だ
、つ
ま
り
鼓
の
音
と
音
の
あ
い
だ
の
こ
と
で
あ
る
。
程
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ

て
は
い
け
な
い
。

た
と
え
囃
子
が
打
ち
切
る
所
で
な
く
と
も
、
息
が
詰
ま
っ
た
な
ら
ば
、
句
切
の
前
の
字
を
、
鼓
の
音
と
音
の
間
で
引
き
延
ば
せ
ば
、

鼓
方
は
打
切
を
打
た
ず
に
は
い
か
な
い
。
鼓
が
打
ち
切
っ
た
な
ら
ば
、鼓
の
音
の
あ
と
か
ら
謡
い
だ
せ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
初
心
者
へ
の

教
え
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
に
通
じ
た
人
に
は
教
え
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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【
解
説
】

本
条
の
要
点
は
、
第
一
段
落
（
原
文
に
は
段
落
な
し
）
最
後
の
「
か
な
ら
す
程
を
わ
す
れ
給
ふ
へ
か
ら
す
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

「
程
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
金
春
禅
竹
が
度
々
説
く
所
で
あ
り
、『
五
音
三
曲
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
原
理
的
に
述
べ
て
い
る
。「
一
、

程
拍
子
之
事
。
万
事
、
程
よ
り
な
す
べ
き
な
り
。
拍
子
よ
り
す
る
は
、
小
さ
き
也
。
天
地
未
分
は
程
な
り
。
開
闢
は
拍
子
な
り
。
万
物

此
程
よ
り
お
こ
る
所
な
る
べ
し
。
又
、
程
の
内
に
拍
子
あ
り
、
拍
子
の
う
ち
に
程
あ
る
事
を
可
知
。（
後
略
）

（
1
）」（

適
宜
漢
字
に
直
し

た
。
以
下
同
じ
）。『
六
輪
一
露
秘
注
（
文
正
本
）』
で
は
同
じ
内
容
を
述
べ
た
の
ち
、
演
奏
に
引
き
付
け
て
、「
俗
に
下
手
な
る
は
、
一

切
、
拍
子
を
躰
に
し
て
、
程
と
云
事
を
不
知（

2
）」

と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。

「
拍
子
」
と
「
程
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
拍
子
と
程
を
対
概
念
と
す
る
時
は
、
拍
子
は
音
と
な
っ

て
現
れ
る
打
点
、
程
は
拍
子
（
打
点
）
と
拍
子
（
打
点
）
の
間
の
、
音
の
な
い
間
（
ま
）
の
こ
と
で
あ
る
。
拍
子
は
、
そ
れ
が
音
と
な

る
前
の
程
に
お
い
て
芽
生
え
、
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生
み
出
さ
れ
た
音
が
ま
た
次
の
程
を
生
む
。
そ
の
生
命
活
動
と
も
い
え

る
活
き
活
き
し
た
律
動
の
た
め
に
「
拍
子
の
間
よ
り
謡
出
し
、
程
よ
り
拍
子
に
移
り
、
合
ふ
て
合
わ
ぬ
心
も
ち
」（『
謡
之
秘
書
』

（
3
））

を

体
得
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
タ
イ
ト
ル
の
「
拍
子
あ
ひ
曲
」
は
、「
拍
子
（
打
点
）
に
合
う
0

0

曲
」
で
は
な
く
、
拍

子
と
拍
子
の
あ
い
だ

0

0

0

、
つ
ま
り
「
程
に
関
す
る
わ
ざ
（
曲
）」
の
こ
と
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

著
者
は
、
句
切
の
と
こ
ろ
で
間
を
待
ち
き
れ
ず
に
謡
い
出
す
の
は
謡
い
手
の
恥
辱
と
ま
で
述
べ
、
端
的
に
、
程
に
合
う
の
が
良
い
謡

い
方
、程
に
至
ら
ぬ
の
は
悪
い
（
い
や
し
い
）
謡
い
方
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
具
体
的
な
例
が
示
さ
れ
な
い
た
め
そ
の
内
容
は
定

か
で
は
な
い
が
、
左
の
よ
う
な
推
測
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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★
印
は
「
句
切
で
待
つ
」
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
春
霞
」
の
「
は
」
や
「
み
」、「
久
方
の
」
の
「
ひ
」
や
「
の
」
を
大
鼓
の
打
音
（
△
）

や
小
鼓
の
打
音
（
○
）
に
当
て
ず
に
、
打
音
を
受
け
て
程
か
ら
謡
い
出
す
の
が
よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
★
の
箇
所
で
、
ほ
ど
よ
い
間
合
い
を

創
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
打
音
は
、
時
に
よ
り
早
く
打
た
れ
る
こ
と
も
遅
く
打
た
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
拍
子
を
受
け
る

句
切
の
間
を
設
定
す
る
こ
と
で
、謡
い
手
が
自
分
の
呼
吸
と
セ
ン
ス
に
応
じ
て
適
切
に
謡
い
出
す
こ
と
が
（
従
っ
て
息
継
ぎ
も
）
で
き

る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
た
な
び
き
」
の
「
な
」
も
大
鼓
の
打
音
を
聞
い
て
か
ら
謡
い
出
す
の
が
よ
い
。
地
拍
子
の
変
化
が
、こ
う
し
た

意
識
と
唱
法
に
よ
っ
て
進
ん
だ
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

第
二
段
落
は
、
一
呼
吸
置
き
た
い
時
な
ど
に
、
句
切
の
所
で
謡
を
延
ば
し
て
囃
子
に
打
切
の
手
を
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
方
法
。
当
時
の

約
束
事
と
し
て
他
書
に
も
散
見
す
る
内
容
で
あ
る
。
末
文
の
「
是
は
初
心
の
人
た
ち
へ
の
教
え
」
の
「
是
」
は
、本
条
全
体
を
指
す
と
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も
考
え
ら
れ
る
が
、
前
段
落
が
末
文
の
「
か
な
ら
す
程
を
わ
す
れ
給
ふ
へ
か
ら
す
」
で
す
で
に
総
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

は
第
二
段
落
の
み
を
指
す
も
の
と
解
釈
し
た
。

本
条
も
「
道
見
在
判
伝
書
」
の
「
音
曲
十
五
之
大
事
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
左
に
示
す
よ
う
に
本
条
の
場
合
は
殆
ど
同
書
の
条
文

を
な
ぞ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
破
線
部
は
本
書
に
な
く
、
特
に
最
後
の
一
文
「
拍
子
相
の
曲
の
能
ハ
ゆ
や
也
、
此
諷
に
あ
り
」
の

意
味
は
未
詳
で
あ
る
。
両
書
に
み
え
る
「
う
け
お
し
」
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
。

第
十
五
、
拍
子
あ
ひ
の
曲
と
云
事
、
是
を
う
け
お
し
の
曲
と
も
云
、
拍
子
を
よ
く
う
け
て
、
う
た
い
の
句
を
待
也
、
ま
ち
か
ね
て

い
ひ
出
す
ハ
、
拍
子
に
は
つ
れ
ね
と
も
、
是
ハ
拍
子
は
つ
れ
と
い
ゝ
て
、
ひ
け
ふ
（
非
興
か
…
訳
者
注
）
也
と
い
ふ
、
音
曲
者
の

ち
し
よ
く
也
、
お
そ
く
し
て
ほ
ど
に
あ
ふ
ハ
よ
し
、
拍
子
を
ま
た
す
、
句
を
う
け
す
し
て
程
に
い
ら
さ
る
ハ
、
稽
古
の
う
す
き
は

し
め
な
り
、
程
ハ
拍
子
の
あ
い
な
り
、
ほ
と
を
わ
す
る
へ
か
ら
す
。

縦
つ
ゝ
み
に
う
ち
切
所
な
く
と
も
、
い
き
つ
ま
ら
は
、
句
の
所
の
前
の
字
を
程
に
て
引
き
ら
は
、
句
の
あ
い
を
う
ち
き
ら
て
か
な

ふ
へ
か
ら
す
、
其
時
ほ
と
に
て
い
ひ
出
す
へ
し
、
但
こ
れ
ハ
し
よ
心
な
る
者
之
事
也
、
其
道
を
し
り
た
ら
ん
ハ
、
た
か
ひ
に
ほ
ね

お
る
事
な
し
、
た
す
け
合
へ
し
、
専
一
候
、
拍
子
相
（
異
本
二
種
は
「
あ
ひ
」
…
訳
者
注
）
の
曲
の
能
ハ
ゆ
や
也
、
此
諷
に
あ
り
。

◆
「
う
け
お
し
」
に
つ
い
て（

4
）

「
う
け
お
し
」
は
金
春
禅
鳳
が
好
ん
で
使
っ
た
言
葉
で
あ
り
、『
禅
鳳
雑
談
』
に
記
事
と
し
て
四
ヶ
所
、『
反
古
裏
の
書
（
三
）』
の
名

目
と
し
て
二
ヵ
所
に
登
場
す
る
。『
禅
鳳
雑
談
』
か
ら
二
例
を
挙
げ
よ
う
（
適
宜
漢
字
に
直
し
た
）。

永
正
十
二
年
二
月
十
九
日
夜
、
坂
東
屋
に
被
留
候
て
雑
談
有
。
①

琵
琶
、
筝
の
緒
を
調
む
る
ま
で
は
、
謡
の
ふ
し
の
ご
と
く
也
。
其

後
う
け
お
し
の
心
も
ち
、
肝
要
に
て
候
由
、
被
申
候
。
是
は
大
事
の
秘
事
と
存
候（

5
）。

永
正
十
三
年
十
一
月
五
日
、
坂
東
屋
に
被
留
候
。
雑
談
有
。
②

謡
の
内
の
べ
し
ぢ
め
事
た
と
へ
、
琵
琶
の
左
の
手
に
て
う
け
お
し

の
し
つ
ら
ひ
候
也
。
面
白
候
。
う
け
お
し
・
つ
め
ひ
ら
き
は
是
に
て
有
。
う
け
お
し
の
物
語
、
言
語
道
断
、
殊
勝
殊
勝（

6
）。
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現
在
俗
箏
に
は
、
弦
の
押
し
方
・
放
し
方
に
よ
っ
て
調
弦
音
よ
り
高
い
音
を
出
し
た
り
余
韻
に
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
を
か
け
た
り
す
る
、

「
押
し
手
」
と
い
わ
れ
る
左
手
の
手
法
が
あ
る（

7
）が

、
禅
鳳
は
、
琵
琶
や
筝
が
、
規
定
通
り
の
調
弦
と
演
奏
に
加
え
て
、
左
手
の
絃
の
操

作
に
よ
る
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
肝
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
（
傍
線
①
）、
そ
の
こ
と
と
、
謡
に
お
け
る
間
の
取
り
方
と
の
間
に
、

音
楽
表
現
と
し
て
の
共
通
性
を
見
出
し
て
興
味
深
く
思
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
傍
線
②
）。「
う
け
お
し
」
の
「
う
け
」
は
、拍
子
を
よ
く

受
け
る
と
い
う
意
味
、「
お
し
」
と
は
、
遅
ら
せ
る
、
ず
ら
す
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る
。
拍
子
を
受
け
止
め
つ
つ
遅
れ
気
味
に
ず
ら

す
、
と
い
う
微
妙
な
間
の
表
現
技
術
が
「
う
け
お
し
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
禅
鳳
以
前
に
は
見
当
た
ら
ず
、
前
項
の
「
枕
拍
子
」

と
同
様
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
使
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

注（
1
）  『
金
春
古
伝
書
集
成
』（
一
九
六
九
、
わ
ん
や
書
店
）
一
八
四
頁
。

（
2
）  

同
前
、
二
六
一
頁
。

（
3
）  

慶
安
五
年
刊
。
引
用
は
二
六
六
―
二
六
七
頁
。

（
4
）  

以
下
の
内
容
は
『
能
と
狂
言
』
22
号
（
二
〇
二
四
、
能
楽
学
会
）
の
拙
稿
で
既
述
し
た
。

（
5
）  

注
1
、
四
三
八
頁
。

（
6
）  

同
前
、
四
五
六
頁
。

（
7
）  『
日
本
音
楽
大
事
典
』（
一
九
八
九
、
平
凡
社
）
二
四
二
頁
。
雅
楽
以
外
の
各
種
琵
琶
で
は
弦
を
「
し
め
る
」
と
い
う
（
同
前
）。（

高
橋 

葉
子
）


