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博
雅
の
三
位
と
鬼
の
笛　
（
十
訓
抄
）

小
野
篁
、
広
才
の
こ
と　
（
宇
治
拾
遺
物
語
）

大
江
山　
（
古
今
著
聞
集
）

学
び
を
広
げ
る 

和
歌
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

単
元
設
定
の
ね
ら
い

「
言
語
文
化
」
を
終
え
て
新
た
に
「
古
典
探
究
」
の
世
界
に
入
る
に
あ
た
り
、
あ
ら

た
め
て
導
入
的
な
教
材
と
し
て
説
話
を
配
し
た
。
説
話
は
分
量
も
短
く
、
内
容
も
端
的

に
主
題
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
古
文
に
馴
染
ん
で
ゆ
く
の
に
適
切
な
教
材
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
の
あ
る
三
つ
の
説
話
を
採
録
し
た
。

「
博
雅
の
三
位
と
鬼
の
笛
」（『
十
訓
抄
』）
は
、
や
や
怪
異
的
な
趣
の
あ
る
話
。
異
界

の
も
の
と
の
交
流
を
さ
り
げ
な
く
描
い
て
お
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ

な
ど
で
む
し
ろ
馴
染
み
の
あ
る
世
界
だ
ろ
う
。
古
典
が
現
在
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
感
じ
取
ら
せ
た
い
。

「
小
野
篁
、
広
才
の
こ
と
」（『
宇
治
拾
遺
物
語
』）
は
、
言
葉
遊
び
を
テ
ー
マ
と
し
た

他
愛
の
な
い
話
だ
が
、
生
徒
に
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
よ
い
。

最
後
の
「
大
江
山
」（『
古
今
著
聞
集
』
）
は
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
説
話
と
し
て
有
名
で
、

古
典
文
学
の
世
界
へ
の
導
入
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
い
ず
れ
も
、
ポ
イ
ン
ト
が
明
確
で
わ
か
り
や
す
い
話
で
あ
り
、
ま
ず
は
話
の
お

も
し
ろ
さ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
黙
っ
て
読
む
の
で
は
な
く
、

お
も
し
ろ
い
点
に
つ
い
て
発
言
さ
せ
話
し
合
わ
せ
る
な
ど
し
て
、
古
典
の
授
業
が
楽
し

い
も
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
た
い
。

単
元
で
身
に
つ
け
た
い
言
葉
の
力
と
言
語
活
動

● 

話
の
展
開
と
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る

● 

説
話
が
読
み
継
が
れ
て
き
た
意
義
に
つ
い
て
考
え
る

単
元
の
振
り
返
り

● 

話
の
展
開
と
登
場
人
物
の
心
情
を
的
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
か

● 

説
話
が
読
み
継
が
れ
て
き
た
意
義
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
か

● 

説
話
へ
の
関
心
を
深
め
、
さ
ら
な
る
学
び
へ
の
意
欲
を
も
て
た
か

扉
写
真

わ
た
の
原
（
隠
岐
諸
島
）﹇
写
真
提
供
﹈
ア
マ
ナ
イ
メ
ー
ジ
ズ

一 

説
話
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知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

●古典の文の成分の順序や照応、
文章の構成や展開の仕方につ
いて理解を深めること。（⑴ウ）

●古典などを読むことを通して、
我が国の文化の特質や、我が
国の文化と中国など外国の文
化との関係について理解を深
めること。（⑵ア）

●古典を読むために必要な文語
のきまりや訓読のきまりにつ
いて理解を深めること。（⑵イ）

●先人のものの見方、感じ方、
考え方に親しみ、自分のもの
の見方、感じ方、考え方を豊
かにする読書の意義と効用に
ついて理解を深めること。（⑵
エ）

●文章の種類を踏まえて、構成
や展開などを的確に捉えること。
（Aア）
●文章の種類を踏まえて、古典
特有の表現に注意して内容を
的確に捉えること。（Aイ）

●作品の成立した背景や他の作
品などとの関係を踏まえなが
ら古典などを読み、その内容
の解釈を深め、作品の価値に
ついて考察すること。（Aエ）

●関心をもった事柄に関連する
様々な古典の作品や文章など
を基に、自分のものの見方、
感じ方、考え方を深めること。
（Aキ）

●進んで古典を読むために必要
な文語のきまりや訓読のきま
りについて理解を深め、文章
の種類を踏まえて、古典特有
の表現に注意して内容を的確
に捉えようとしている。

単元の目標と評価

教材名　　「博雅の三位と鬼の笛」
　　　　「小野篁、広才のこと」
　　　　「大江山」
　　　　「学びを広げる 和歌にまつわるエピソード」

１　単元の目標
〔知識及び技能〕⑴ウ、⑵ア・イ・エ〔思考力、判断力、表現力等〕⑴Aア・イ・エ・キ
「学びに向かう力、人間性等」

２　本単元における言語活動
古典の作品や文章を読み、その内容や形式などに関して興味をもったことや疑問に感じたことについ
て、調べて発表したり議論したりする活動。 〔思考力、判断力、表現力等〕⑵Aア

３　単元の評価規準

単元名　　　 説話
　　　　　　● 話の展開と登場人物の心情を読み取る
　　　　　　● 説話が読み継がれてきた意義について考える

一
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1
教
材
採
録
の
意
図

　
「
言
語
文
化
」
の
中
で
古
文
の
学
習
を
重
ね
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
用
言
の
活
用
、

係
り
結
び
の
法
則
な
ど
の
基
礎
的
な
文
法
事
項
に
も
習
熟
し
た
生
徒
た
ち
は
、
言
う
な

ら
ば
古
文
を
読
み
味
わ
う
た
め
の
基
礎
準
備
を
終
え
た
段
階
で
あ
る
。「
古
典
探
究
」

で
は
、
古
語
や
文
法
事
項
と
い
っ
た
作
品
読
解
の
た
め
の
道
具
を
さ
ら
に
増
や
す
と
と

も
に
そ
れ
ら
の
使
い
方
に
習
熟
し
、
ま
た
、
作
品
世
界
の
持
つ
時
代
的
文
化
的
背
景
を

適
切
に
理
解
し
て
、
長
き
に
わ
た
っ
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
古
典
作
品
の
豊
か
さ
に
直

接
触
れ
る
経
験
を
生
徒
に
積
ま
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
使
わ
れ
る
教
科
書
に
は
、
定
番

の
教
材
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ら
を
含
ん
だ
上
で
さ
ら
に
多
様
な
作
品
が
並
ん
で

い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
本
教
科
書
は
、
そ
の
よ
う
な
本
質
的
な
要
望
に
で
き
う
る
限

り
応
え
よ
う
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
教
科
書
の
冒
頭
教
材
と
し
て
、『
十
訓
抄
』
か
ら
「
博
雅
の
三
位
と
鬼
の
笛
」
を

採
録
し
た
。
本
話
は
、
管
楽
の
名
人
と
し
て
知
ら
れ
る
源
博
雅
と
浄
蔵
に
関
す
る
逸
話

と
、
名
笛
「
葉
二
」
の
由
来
譚
か
ら
成
る
。
時
代
を
問
わ
ず
、
自
身
の
論
理
的
理
解
を

超
え
た
信
じ
が
た
い
存
在
に
出
会
っ
た
時
、
我
々
は
そ
れ
を
人
間
を
超
越
し
た
も
の
、

す
な
わ
ち
超
人
的
な
も
の
と
捉
え
が
ち
で
あ
る
。
並
び
な
き
名
人
の
技
芸
や
名
器
に
対

し
て
、
当
時
の
人
々
が
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
そ
れ
に
具
体
的
な
ス
ト
ー
リ
ー

を
与
え
て
伝
説
化
し
て
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
説
話
と
な
っ
て
い
る
。

　

主
な
学
習
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
音
読
を
通
し
て
、
話
の
内
容
を
把
握
す
る
。

・
助
詞
や
助
動
詞
の
意
味
に
留
意
し
つ
つ
、
正
確
な
口
語
訳
を
行
う
。

・
描
写
さ
れ
て
い
る
逸
話
の
内
容
を
読
み
取
り
、
説
話
を
読
み
味
わ
う
。

2
作
品
の
概
要

❶ 

書
名

　

序
に
「
良
き
か
た
を
ば
、
こ
れ
を
す
す
め
、
悪
し
き
す
ぢ
を
ば
、
こ
れ
を
誡い

ま
しめ
つ
つ
、

い
ま
だ
こ
の
道
を
学
び
知
ら
ざ
ら
む
少
年
の
た
ぐ
ひ
を
し
て
、
心
を
つ
く
る
便た
よ
りと

な
さ

し
め
む
が
た
め
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
年
少
者
へ
の
教
訓
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
説

話
集
で
あ
る
。
三
巻
の
中
に
十
項
目
の
教
訓
を
設
け
、
そ
の
各
項
目
に
ふ
さ
わ
し
い
説

話
を
列
挙
す
る
。
書
名
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。

❷ 

成
立

　

一
二
五
二
（
建
長
四
）
年
十
月
中
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
序
の
末
尾

に
あ
る
次
の
記
述
が
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
建
長
四
年と
せ

の
冬
、
神
無
月
の
な
か
ば
の
こ
ろ
、
お
の
づ
か
ら
暇い
と
まの
あ
き
、
心
閑し
づ

か

な
る
折
節
に
あ
た
り
つ
つ
、
草
の
庵
を
東
山
の
ふ
も
と
に
し
め
て
、
蓮は
ち
すの

台う
て
なを

西さ
い

土ど

の

雲
に
の
ぞ
む
翁
、
念
仏
の
ひ
ま
に
こ
れ
を
し
る
し
終
は
る
こ
と
、
し
か
り
と
な
む
い
へ
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教科書
p.14～p.15

り
。」

❸ 

内
容

　

説
話
集
。
約
二
百
八
十
編
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
的
な
思
想
は
乏
し
く
、

儒
教
色
が
濃
い
点
に
特
色
が
あ
る
。
十
項
目
の
教
訓
は
次
の
と
お
り
。

　

第
一
、
人
に
恵
を
施
す
べ
き
事

　

第
二
、
憍
慢
を
離
る
べ
き
事

　

第
三
、
人
倫
を
侮
ら
ざ
る
事

　

第
四
、
人
の
上
を
誡
む
べ
き
事

　

第
五
、
朋
友
を
撰
ぶ
べ
き
事

　

第
六
、
忠
直
を
存
ず
べ
き
事

　

第
七
、
思
慮
を
専
ら
に
す
べ
き
事

　

第
八
、
諸
事
を
堪
忍
す
べ
き
事

　

第
九
、
懇
望
を
停
む
べ
き
事

　

第
十
、
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
事

❹ 

表
現
上
の
特
色

　

後
述
す
る
よ
う
に
本
書
の
編
者
は
定
か
で
は
な
い
が
、
王
朝
時
代
の
話
を
最
も
多
く

載
せ
て
い
た
り
、
枕
詞
や
序
詞
を
使
っ
た
序
文
の
表
現
な
ど
か
ら
考
え
る
に
、
王
朝
貴

族
文
化
に
対
す
る
懐
古
や
憧
憬
が
見
て
取
れ
る
。
多
様
な
先
行
文
献
か
ら
の
取
り
込
み

が
認
め
ら
れ
る
が
、
本
書
の
十
項
目
の
教
訓
に
合
う
よ
う
、
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も

の
が
少
な
く
な
い
。

❺ 

文
学
史
的
位
置

　

収
載
さ
れ
て
い
る
話
の
多
く
は
先
行
す
る
諸
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
編
者
の
見

聞
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
説
話
も
含
ま
れ
て
い
る
。
平
清
盛
や
そ
の
子
重
盛

の
思
慮
深
さ
を
伝
え
る
話
や
、
鴨
長
明
や
西
行
に
関
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
書

の
成
立
が
平
家
一
門
の
隆
盛
か
ら
比
較
的
近
い
時
期
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
注
目
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

❻ 

周
辺
作
品
と
の
関
連

　
『
史
記
』
や
『
漢
書
』、
経
書
や
道
家
の
書
な
ど
の
漢
籍
、『
万
葉
集
』『
大
和
物
語
』『
江

談
抄
』『
俊
頼
髄
脳
』『
古
事
談
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
発
心
集
』『
今
鏡
』
な
ど
の
国
書

か
ら
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。

❼ 

後
世
へ
の
影
響

　

仏
教
的
な
思
想
に
拠
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
、
む
し
ろ
儒
教
的
な
発
想
か
ら
の
教
訓
譚

が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
特
に
近
世
期
に
は
整
版
本
と
し
て
広
く
流
布
し
た
。

❽ 

編
者

　

六
波
羅
二
﨟
左
衛
門
入
道
か
。
伝
未
詳
。
多
く
の
諸
本
に
付
さ
れ
た
奥
書
に
「
或
人

云
、
六
波
羅
二
﨟
左
衛
門
入
道
作
云
々
。
長
時
時
茂
等
奉
公
。」
と
そ
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
北
条
長
時
・
時
茂
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
こ
の
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ

い
て
は
諸
説
あ
り
、
い
ま
だ
結
論
を
見
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。「
湯
浅
氏
系
図
」
に

「
二
郎
左
衛
門
入
道
智
眼
」
と
あ
る
紀
伊
の
豪
族
湯
浅
宗む
ね

業な
り

、『
正
徹
物
語
』
の
記
事
を

根
拠
と
し
て
菅
原
為
長
な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

❾ 

出
典

　
『
十
訓
抄
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
51
）
浅
見
和
彦
（
一
九
九
七
年
・
小
学
館
）
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に
よ
っ
た
。
同
書
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
片
仮
名
本
）
を
底
本
と
し
、
国
会
図
書
館

蔵
本
、
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
蔵
本
、
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
本
、
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
蔵
本
お
よ
び
板
本
（
享
保
六
年
刊
）
な
ど
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
て
い
る
。

「
博
雅
の
三
位
と
鬼
の
笛
」
は
、『
十
訓
抄
』「
第
十
、
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
事
」
に
載

る
話
で
あ
る
。

3
学
習
指
導
の
展
開
と
評
価

❶ 

評
価
規
準

知
識
・
技
能

古
典
の
文
の
成
分
の
順
序
や
照
応
、
文
章
の
構
成
や
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。（
⑴
ウ
）

知
識
・
技
能

古
典
を
読
む
た
め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
き
ま
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。（
⑵
イ
）

思
考
・
判
断
・
表
現
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
構
成
や
展
開
な
ど
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
。（
Ａ
ア
）

思
考
・
判
断
・
表
現
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
古
典
特
有
の
表
現
に
注
意
し
て
内
容
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
。（
Ａ
イ
）

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

進
ん
で
古
典
を
読
む
た
め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
き
ま
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
古
典
特
有
の
表
現
に
注
意
し
て

内
容
を
的
確
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

❷ 

学
習
指
導
の
展
開
例 

﹇
1
時
間
を
想
定
﹈

〔
原
典
と
の
異
同
〕

　

原
典
に
あ
る
小
見
出
し
は
削
除
し
、「
博
雅
の
三
位
と
鬼
の
笛
」と
題
し
て
採
録
し
た
。

読
み
や
す
さ
を
考
え
て
、
仮
名
を
漢
字
に
適
宜
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
句
読
点

や
鉤
括
弧
に
も
変
更
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
採
録
し
た
「
天
下
第
一
の
笛

な
り
。」
以
下
の
本
文
は
削
除
し
て
あ
る
。
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博雅の三位と鬼の笛

説
話

一

第
一
部

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

博雅の三位と鬼の笛

導
入

◆
学
習
目
標
を
確
認
し
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

1　

文
学
史
的
な
事
項
に
つ
い
て
理
解
し
、
説
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
知
る
。

2　

登
場
人
物
や
出
来
事
に
注
意
し
な
が
ら
本
文
を
音
読
す
る
。

3　

形
式
段
落
ご
と
の
内
容
を
把
握
し
、
本
文
の
概
要
を
捉
え
る
。

 ●
説
話
及
び
説
話
集
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

 ●
音
読
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
教
師
が
範
読
を
し
、
そ
の
後
生
徒
に

音
読
さ
せ
る
。

 ●
博
雅
の
三
位
と
浄
蔵
と
を
、
名
笛
「
葉
二
」
が
つ
な
い
で
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

展
開

4　

博
雅
の
三
位
が
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
わ

か
る
か
説
明
す
る
。 

課
題
一

5　
「
鬼
の
笛
」
だ
と
わ
か
っ
た
い
き
さ
つ
を
、
順
を
追
っ
て
整
理
す
る
。

 

課
題
二

 ●
本
文
中
の
具
体
的
な
記
述
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
さ
せ
る
。
博
雅
の

三
位
や
浄
蔵
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、
適

切
に
読
み
取
る
。

 ●
帝
が
浄
蔵
に
朱
雀
門
で
笛
を
吹
く
よ
う
命
じ
た
理
由
を
考
え
る
。

ま
と
め

6　

説
話
と
し
て
こ
の
話
が
も
っ
て
い
る
特
徴
に
つ
い
て
、
話
し
合
う
。

◆
学
習
目
標
を
も
う
一
度
確
認
し
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
る
。

 ●
博
雅
の
三
位
と
浄
蔵
の
生
没
年
を
考
え
た
場
合
、本
話
に
は
矛
盾

が
含
ま
れ
て
い
る
。ま
た
、名
笛
を
「
鬼
の
笛
」と
す
る
な
ど
、現
実

を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
説
話
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
に

つ
い
て
、考
え
さ
せ
た
い
。

教材に即した
評価の実際

知
識
・
技
能

⑴
ウ

評
価
の
実
際
▼
形
式
段
落
ご
と
の
内
容
や
、
登
場
人
物
の
関
係
性
を
理
解
し
て
い
る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈

知
識
・
技
能

⑵
イ

評
価
の
実
際
▼
用
言
の
活
用
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈

思
考
・
判
断
・
表
現
Ａ
ア

評
価
の
実
際
▼
本
文
の
記
述
を
根
拠
に
し
て
話
の
展
開
や
登
場
人
物
の
言
動
を
整
理
し
て
い
る
。﹇
記
述
の
分
析
﹈

思
考
・
判
断
・
表
現
Ａ
イ

評
価
の
実
際
▼
説
話
の
特
徴
を
踏
ま
え
な
が
ら
話
の
展
開
を
整
理
し
て
い
る
。﹇
記
述
の
分
析
﹈

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

評
価
の
実
際
▼
進
ん
で
用
言
の
活
用
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
説
話
の
特
徴
を
踏
ま
え
な
が
ら
話
の
展
開
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
。﹇
記
述
の
分
析
﹈
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4
教
材
の
解
説

❶ 
大
意

　

博
雅
の
三
位
（
＝
源
博
雅
）
が
月
夜
に
朱
雀
門
の
前
で
笛
を
吹
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
す
ば
ら
し
い
音
色
が
聞
こ
え
た
の
で
近
寄
る
と
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。

言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
月
夜
の
た
び
に
笛
を
吹
き
合
う
こ
と
が
重
な
っ
た
。
博
雅
の
三
位
が
そ
の
男
と
笛
を
取
り
替
え
て
吹
い
た
と
こ
ろ
、
名
笛
で
あ
る
。
そ
の
後
、

笛
を
取
り
替
え
た
ま
ま
博
雅
の
三
位
が
亡
く
な
っ
た
。
帝
が
笛
の
名
手
に
吹
か
せ
て
み
る
が
、
そ
の
笛
の
持
つ
音
色
を
出
せ
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
浄
蔵
に
そ
の
笛
を
吹
か
せ
て
み
る
と
、
博
雅
の
三
位
に
劣
ら
な
か
っ
た
。
帝
は
、
朱
雀
門
で
浄
蔵
に
笛
を
吹
か
せ
た
。
す
る
と
、
笛
を
褒
め
る
大
き
な
声
が
し
た
の
で
、

こ
の
笛
が
鬼
の
笛
だ
と
わ
か
っ
た
。「
葉
二
」
と
名
づ
け
て
、
天
下
第
一
の
笛
で
あ
る
。

❷ 

全
体
の
構
成 
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初
め

〜
14
・
6
「
夜
ご
ろ
に
な
り
ぬ
。」

博
雅
の
三
位
と
見
知
ら
ぬ
男
と
の
笛
の
合
奏

　

博
雅
の
三
位
が
月
夜
に
朱
雀
門
の
前
で
笛
を
吹
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
世
で
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
笛
の

音
色
が
聞
こ
え
た
の
で
近
寄
る
と
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。
互
い
に
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
月

夜
の
た
び
に
笛
を
吹
き
合
う
こ
と
が
幾
夜
に
も
な
っ
た
。

14
・
7
「
か
の
人
の
」

〜
14
・
11
「
な
か
り
け
り
。」

笛
の
交
換
と
博
雅
の
三
位
の
死
去
、
そ
の
後
の
笛

　

博
雅
の
三
位
が
そ
の
男
と
笛
を
取
り
替
え
て
吹
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
名
笛
で
あ
る
。
そ
の
後
、
笛

を
取
り
替
え
た
ま
ま
博
雅
の
三
位
が
亡
く
な
っ
た
。
帝
が
笛
の
名
手
に
吹
か
せ
て
み
る
が
、
そ
の
笛
の
持
つ
音
色
を
出
せ
る
人

は
い
な
か
っ
た
。

15
・
1
「
そ
の
の
ち
、」
〜
終
わ
り

浄
蔵
の
吹
笛
と
名
笛
「
葉
二
」

　

そ
の
後
、
浄
蔵
と
い
う
名
手
に
そ
の
笛
を
吹
か
せ
て
み
る
と
、
博
雅
の
三
位
に
劣
ら
な
か
っ
た
。
帝
は
、
浄
蔵
に
命
じ
て
朱

雀
門
で
笛
を
吹
か
せ
た
。
す
る
と
、
笛
を
褒
め
る
大
き
な
声
が
し
た
の
で
、
こ
の
笛
が
鬼
の
笛
だ
と
わ
か
っ
た
。「
葉
二
」
と
名

づ
け
て
、
天
下
第
一
の
笛
で
あ
る
。
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説
話

一

第
一
部

　

❶
博は

く

雅が

の
三さ

ん

位み

、
月つ

き　

の
格
助
（
主
格
）　

明あ

か
か
り

形
（
ク
・
連
用
） 　

け
る

助
動
（
過
去
・
連
体
）　

夜よ

、
直な

ほ
し衣　

に
て
、

格
助
（
状
態
）　

朱す

雀ざ
く

門も
ん　

の
格
助
（
体
修
）　

前ま
へ　

に 

格
助
（
場
所
）　

遊あ
そ

び

動（
バ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助
（
単
接
）　

夜よ

も
す
が
ら

副

　

笛ふ
え　

を
格
助
（
対
象
）　

 

吹ふ

か 

動（
カ
四
・
未
然
）　

れ

助
動
（
尊
敬
・
連
用
）　

け
る

助
動
（
過
去
・
連
体
）　

に
、

接
助
（
単
接
）　

同お
な

じ

形（
シ
ク
・
連
体
）　

さ
ま　

に
格
助
（
状
態
）　

直な
ほ
し衣　

着き 

動
（
カ
上
一
・
連
用
）　

た
る

助
動
（
存
続
・
連
体
）　

男を
と
こ　

の
、

格
助
（
主
格
）　

笛ふ
え　

吹ふ

き

動（
カ
四
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

❷
誰た

れ　

な
ら

助
動
（
断
定
・
未
然
）　

む

助
動
（
推
量
・
連
体
）　

と
格
助
（
引
用
）　

思お
も

ふ

動
（
ハ
四
・
連
体
）　

ほ
ど　

に
、

格
助
（
時
間
）　

そ代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

の
格
助
（
体
修
）　

音ね

、　

こ代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

世よ　

に

格
助
（
場
所
）
　

た
ぐ
ひ
な
く

形
（
ク
・
連
用
）　

め
で
た
く

形
（
ク
・
連
用
） 　

聞き

こ
え

動
（
ヤ
下
二
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

あ
や
し
く

形
（
シ
ク
・
連
用
） 　

て
、

接
助
（
単
接
）　

近ち
か

寄よ

り

動（
ラ
四
・
連
用
）　

て
接
助
（
単
接
）　

見み

動
（
マ
上
一
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

い
ま
だ

副

　

見み

動
（
マ
上
一
・
未
然
）　

ぬ

助
動
（
打
消
・
連
体
）　

人ひ
と　

な
り

助
動
（
断
定
・
連
用
）　

け
り
。

助
動
（
過
去
・
終
止
）　

❸
我わ

れ 代
名　

も
係
助
（
並
列
）　

も
の　

を
格
助
（
対
象
）　

も
係
助
（
強
意
）　

言い

は 

動（
ハ
四
・
未
然
）　

 

ず
、

助
動
（
打
消
・
連
用
）　

か
れ

代
名　

も
係
助
（
並
列
）　

言い

ふ

動
（
ハ
四
・
連
体
）　

こ
と　

な
し
。

形
（
ク
・
終
止
）　

か
く副
　

の
格
助
（
体
修
）　

ご
と
く
、

助
動
（
比
況
・
連
用
）　

月つ
き　

の
格
助
（
体
修
）　

夜よ

ご
と　

に
格
助
（
時
間
）　

行い

き
あ
ひ

動
（
ハ
四
・
連
用
） 　

て
接
助
（
単
接
）　

吹ふ

く

動
（
カ
四
・
連
体
）　

こ
と
、
夜よ

ご
ろ　

に
格
助
（
結
果
）　

な
り

動
（
ラ
四
・
連
用
）　

ぬ
。

助
動
（
完
了
・
終
止
）

語
り
手
↓
博
雅
の
三
位

❸ 

品
詞
分
解
と
口
語
訳

　

❶
博
雅
の
三
位
（
＝
源
博
雅
）
が
、
月
が

明
る
か
っ
た
夜
、
直
衣
姿
で
、
朱
雀
門
の
前

で
管
弦
を
楽
し
ん
で
、
一
晩
じ
ゅ
う
笛
を
吹

き
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
同
じ
姿
で
直
衣
を
着

て
い
る
男
が
、
笛
を
吹
い
た
の
で
、

❷
誰
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
う
ち
に
、
そ
の
笛

の
音
は
、
こ
の
世
で
比
べ
る
も
の
が
な
く
す

ば
ら
し
く
聞
こ
え
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ

て
、
近
寄
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、
今
ま
で
見
た

こ
と
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。

❸
自
分
も
一
言
も
言
わ
ず
、
そ
の
人
も
（
一

言
も
）
言
う
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

月
の
夜
の
た
び
に
行
き
合
っ
て
（
笛
を
）
吹

く
こ
と
が
、
幾
夜
に
も
な
っ
た
。
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❹
か代

名　

 

の
格
助
（
体
修
）　

人ひ
と　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

の
格
助
（
体
修
）　

音ね

、　

こ
と
に

副
　

め
で
た
か
り

形
（
ク
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

試こ
こ
ろみ
に
、

副

　

か
れ

代
名　

を
格
助
（
対
象
）　

取と

り
替か

へ

動
（
ハ
下
二
・
連
用
）　

て
接
助
（
単
接
）　

吹ふ

き

動（
カ
四
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

世よ　

に
格
助
（
場
所
）　

な
き

形
（
ク
・
連
体
）　

ほ
ど　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

な
り
。

助
動
（
断
定
・
終
止
）　

❺
そ代

名　

の
格
助
（
体
修
）　

の

ち
、　

な
ほ
な
ほ

副

　

月つ
き

ご
ろ　

に
格
助
（
結
果
）　

な
れ

動
（
ラ
四
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

行い

き
あ
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

て
接
助
（
単
接
）　

吹ふ

き

動（
カ
四
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ど
、

接
助
（
逆
接
・
確
定
）　
「
も
と　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

を
格
助
（
対
象
）　

返か
へ

し
取と

ら

動（
ラ
四
・
未
然
）　

む
。」

助
動
（
意
志
・
終
止
）　

と
格
助
（
引
用
）　

も
係
助
（
強
意
）　

言い

は

動（
ハ
四
・
未
然
）　

ざ
り

助
動
（
打
消
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

長な
が

く

形
（
ク
・
連
用
）　

替か

へ

動
（
ハ
下
二
・
連
用
）　

て
接
助
（
単
接
）　

や
み

動（
マ
四
・
連
用
）　

に

助
動
（
完
了
・
連
用
）　

け
り
。

助
動
（
過
去
・
終
止
）　

❻
三さ

ん

位み　

失う

せ

動
（
サ
下
二
・
連
用
）　

て

接
助
（
単
接
）
　

の
ち
、　

帝み
か
ど、　

こ代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

を

格
助
（
対
象
）
　

召め

し

動
（
尊
敬
・
サ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助
（
単
接
）　

時と
き　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え

吹ふ

き
ど
も　

に
格
助
（
対
象
）　

吹ふ

か

動
（
カ
四
・
未
然
）　

せ

助
動
（
使
役
・
未
然
）　

ら
る
れ

助
動（
尊
敬
・
已
然
）　

ど
、

接
助
（
逆
接
・
確
定
）　

そ代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

音ね　

を
格
助
（
対
象
）　

吹ふ

き
あ
ら
は
す

動
（
サ
四
・
連
体
）　

人ひ
と　

な
か
り

形
（
ク
・
連
用
）　

け
り
。

助
動
（
過
去
・
終
止
）

　

❼
そ代

名　

の
格
助
（
体
修
）　

の
ち
、
浄

じ
や
う

蔵ざ
う　

と
格
助
（
引
用
）　

い
ふ

動（
ハ
四
・
連
体
）　

め
で
た
き

形
（
ク
・
連
体
）　

笛ふ
え

吹ふ

き　

あ
り

動（
ラ
変
・
連
用
）　

け
り
。

助
動
（
過
去
・
終
止
）　

❽

召め

し　

動
（
尊
敬
・
サ
四
・
連
用
）　

て
接
助
（
単
接
）　

吹ふ

か

動
（
カ
四
・
未
然
）　

せ

助
動
（
使
役
・
連
用
）　

給た
ま

ふ

補
動
（
尊
敬
・
ハ
四
・
連
体
）　

語
り
手
↓
帝

語
り
手
↓
帝

語
り
手
↓
帝

語
り
手
↓
帝

　

❹
そ
の
人
の
笛
の
音
が
、
格
別
に
す
ば
ら

し
か
っ
た
の
で
、
試
し
に
、
そ
れ
を
取
り
替

え
て
吹
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
世
に
ま
た
と
な

い
ほ
ど
の
笛
で
あ
る
。

❺
そ
の
後
、
や
は
り
同
様
に
何
か
月
に
も
な

る
と
、
行
き
合
っ
て
（
笛
を
）
吹
い
た
が
、

「
も
と
の
笛
を
返
し
て
も
ら
お
う
。」
と
も
言

わ
な
か
っ
た
の
で
、
長
い
間
取
り
替
え
て
そ

の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

❻
三
位
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
帝
が
、
こ
の

笛
を
取
り
寄
せ
な
さ
り
、
当
時
の
笛
の
名
手

た
ち
に
吹
か
せ
な
さ
る
が
、
そ
の
（
笛
の
持

つ
）
音
色
を
吹
い
て
出
せ
る
人
は
い
な
か
っ

た
。

　

❼
そ
の
後
、
浄
蔵
と
い
う
す
ば
ら
し
い
笛

の
名
手
が
い
た
。

❽
呼
び
寄
せ
な
さ
っ
て
（
例
の
笛
を
）
吹
か

せ
な
さ
る
と
、
あ
の
三
位
に
劣
ら
な
か
っ
た

49

博雅の三位と鬼の笛

説
話

一

第
一
部

に
、

接
助
（
単
接
）　

か代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

三さ
ん

位み　

に
格
助
（
比
較
）　

劣お
と

ら

動
（
ラ
四
・
未
然
）　

ざ
り

助
動
（
打
消
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

帝み
か
ど、　

御ぎ
よ

感か
ん　

あ
り

動
（
ラ
変
・
連
用
）　

て
、

接
助
（
単
接
）　

❾
「
こ代

名　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

の
格
助
（
体
修
）　

主ぬ
し

、
朱す

雀ざ
く

門も
ん　

の
格
助
（
体
修
）　

辺あ
た

り　

に
て

格
助
（
場
所
）　

得え

動
（
ア
下
二
・
連
用
）　

た
り

助
動
（
完
了
・
連
用
）　

け
る

助
動
（
過
去
・
連
体
）　

と
格
助
（
引
用
）　

こ
そ

係
助
（
強
意
・
係
）　

聞き

け
。

動
（
カ
四
・
已
然
・
結
）　

浄
じ
や
う

蔵ざ
う

、　

こ代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

所と
こ
ろ　

に
格
助
（
場
所
）　

行い

き

動
（
カ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助
（
単
接
）　

吹ふ

け
。」

動
（
カ
四
・
命
令
）　

と
格
助
（
引
用
）　

仰お
ほ

せ

動
（
尊
敬
・
サ
下
二
・
未
然
）　

ら
れ

助
動
（
尊
敬
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

10
月つ

き　

の
格
助
（
体
修
）　

夜よ

、
仰お

ほ

せ　

の
格
助
（
体
修
）　

ご
と
く
、

助
動
（
比
況
・
連
用
）　

か
れ

代
名　

に
格
助
（
場
所
）　

行い

き

動
（
カ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助
（
単
接
）　

こ代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

を
格
助
（
対
象
）　

吹ふ

き

動
（
カ
四
・
連
用
）　

け
る

助
動
（
過
去
・
連
体
）　

に
、

接
助
（
単
接
）　

か代
名　

の
格
助
（
体
修
）　

門も
ん　

の
格
助
（
体
修
）　

楼ろ
う

上じ
や
う

　

に
、

格
助
（
場
所
）　

高た
か

く

形
（
ク
・
連
用
）　

大お
ほ

き
な
る

形
動
（
ナ
リ
・
連
体
）　

音ね　

に
て
、

格
助
（
状
態
）　
「
な
ほ副
　

逸い
ち

物も
つ　

か
な
。」

終
助
（
詠
嘆
）　

と
格
助
（
引
用
）　

褒ほ

め

動
（
マ
下
二
・
連
用
）　

け
る

助
動
（
過
去
・
連
体
）　

を
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

か
く副
　

と
格
助
（
引
用
）　

奏そ
う

し

動
（
謙
譲
・
サ
変
・
連
用
）　

け
れ

助
動
（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助
（
順
接
・
確
定
）　

初は
じ

め
て

副
　

鬼お
に　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

と
格
助
（
引
用
）　

知し

ろ
し
め
し

動
（
尊
敬
・
サ
四
・
連
用
）　

け
り
。

助
動
（
過
去
・
終
止
）　

11
「
葉は

ふ

二た
つ

」　

と
格
助
（
引
用
）　

名な

づ
け

動（
カ
下
二
・
連
用
）　

て
、

接
助
（
単
接
）　

天て
ん

下か

第だ
い

一い
ち　

の
格
助
（
体
修
）　

笛ふ
え　

な
り
。

助
動
（
断
定
・
終
止
）

語
り
手
↓
帝

語
り
手
↓
帝

語
り
手
↓
帝

語
り
手
↓
帝

の
で
、
帝
は
、
感
心
な
さ
っ
て
、

❾
「
こ
の
笛
の
持
ち
主
は
、
朱
雀
門
の
辺
り

で
手
に
入
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
浄
蔵
、
そ

の
場
所
に
行
っ
て
、（
笛
を
）
吹
け
。」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、

10
月
の
夜
に
、（
帝
の
）
ご
命
令
の
と
お
り
に
、

そ
こ
に
行
っ
て
、
こ
の
笛
を
吹
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
門
の
楼
上
で
、
高
く
大
き
な
声
で
、「
や

は
り
特
別
に
す
ぐ
れ
た
物
だ
な
あ
。」
と
褒

め
た
の
で
、
こ
の
よ
う
で
し
た
と
（
浄
蔵
が
）

帝
に
申
し
上
げ
た
の
で
、
初
め
て
（
こ
の
笛

が
）
鬼
の
笛
だ
と
わ
か
り
な
さ
っ
た
。

11
「
葉
二
」
と
名
づ
け
て
、
天
下
第
一
の
笛

で
あ
る
。
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❹ 

展
開
図

博
雅
の
三
位

　
直
衣
に
て
、
朱
雀
門
の
前
に
遊
び
て
、
夜
も
す
が
ら
笛
を
吹
か
れ
け
る

同
じ
さ
ま
に
、
直
衣
着
た
る
男

　
笛
吹
き
け
れ
ば
　
＝
い
ま
だ
見
ぬ
人

　
　
　
　
←

　
月
の
夜
ご
と
に
行
き
あ
ひ
て
吹
く
こ
と
、
夜
ご
ろ
に
な
り
ぬ

　
か
の
人
の
笛
、
こ
と
に
め
で
た
か
り
け
れ

　
か
れ
（
笛
）
を
取
り
替
へ
て
吹
き
け
れ
ば
、
…
…
長
く
替
へ
て
や
み
に
け
り
。

　〈
三
位
の
没
後
、
笛
は
帝
が
預
か
る
〉

浄
蔵
　
↑
　
帝
「
こ
の
笛
の
主
、
朱
雀
門
の
辺
り
に
て
得
た
り
け
る
と
こ
そ
聞
け
。

　
　
　
　
　
　
　
浄
蔵
、
こ
の
所
に
行
き
て
、
吹
け
。」

か
の
門
の
楼
上
に
、
高
く
大
き
な
る
音
に
て

　「
な
ほ
逸
物
か
な
。」
と
褒
め
け
る
　
＝
鬼

　
　
　
　
←

初
め
て
鬼
の
笛
と
知
ろ
し
め
し
け
り
。

　
　
　
　
←

「
葉
二
」
と
名
づ
け
て
、
天
下
第
一
の
笛
な
り
。

❺ 

語
句
・
文
脈
の
解
説
／
脚
問
・
発
問

14
ペ
ー
ジ

1 

博
雅
の
三
位　
源
博ひ
ろ

雅ま
さ
（
九
一
八
〜
九
八
〇
）。
醍
醐
天
皇
の
第
一
皇
子
克よ
し

明あ
き
ら
親
王

の
長
男
。
母
は
藤
原
時
平
の
娘
。
右
中
将
従
三
位
皇
太
后
宮
権
大
夫
と
な
り
、
博
雅

の
三
位
と
称
さ
れ
る
。
管
弦
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
大
鏡
』
時
平
伝
に
は
、

管
弦
の
名
手
で
あ
っ
た
藤
原
敦
忠
亡
き
後
、
博
雅
が
管
弦
の
遊
び
に
は
欠
か
せ
な
い

存
在
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
5
参
考
文
献
」「
③
参
考
資
料
」
2

参
照
）。
本
教
材
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
笛
の
名
手
と
し
て
の
逸
話
の
ほ
か
、
琵
琶
の

腕
に
も
秀
で
て
い
て
、
こ
れ
に
関
す
る
伝
承
も
多
い
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十

四
・
第
二
十
三
に
載
る
琵
琶
の
名
手
蝉
丸
の
も
と
に
三
年
通
っ
た
末
に
秘
曲
を
伝
授

さ
れ
た
話
や
、
続
く
第
二
十
四
の
鬼
に
奪
わ
れ
た
琵
琶
の
名
器
玄
象
を
取
り
戻
す
話

な
ど
が
有
名
で
あ
る
（「
5
参
考
文
献
」「
③
参
考
資
料
」
3
参
照
）。
ま
た
、
篳ひ
ち

篥り
き

を
吹
い
て
盗
人
を
改
心
さ
せ
た
話
（『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
二
・
四
二
九
、「
5
参

考
文
献
」「
③
参
考
資
料
」
4
参
照
）
や
、
誕
生
時
に
天
か
ら
音
楽
が
聞
こ
え
た
話

（『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
六
・
二
四
四
、「
5
参
考
文
献
」「
③
参
考
資
料
」
5
参
照
）

な
ど
、
管
弦
に
関
わ
る
多
く
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
和
歌
に
つ
い
て

は
そ
れ
ほ
ど
得
意
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
歌
合
で
読
み
間
違
え
て
青
ざ
め
た
と
い
う

失
敗
談
が
伝
わ
っ
て
い
る
（『
十
訓
抄
』
第
一
ノ
三
十
八
、「
5
参
考
文
献
」「
③
参

考
資
料
」
6
）。

1 

直
衣　
男
性
貴
族
の
日
常
服
。
正
服
や
礼
服
で
は
な
い
直た

だ
の
服
の
意
。
下
に
指
貫
を

履
き
、
頭
に
烏
帽
子
を
つ
け
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
改
ま
っ
た
場
合
に
は
冠
を
か

ぶ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
教
科
書
巻
末
⑴
「
装
束
」
参
照
。

1 

朱
雀
門　
平
安
京
大
内
裏
の
外
郭
門
の
一
つ
で
、
南
側
中
央
に
あ
っ
た
。
大
内
裏
の

正
門
に
当
た
る
。朱
雀
大
路
に
面
し
、こ
れ
を
南
進
し
た
と
こ
ろ
に
羅
城
門
が
あ
っ
た
。

「
し
ゅ
じ
ゃ
く
も
ん
」
と
も
。教
科
書
巻
末
⑼
「
平
安
京
条
坊
図
」
参
照
。

問 

「
朱
雀
門
」
は
平
安
京
の
ど
こ
に
あ
っ
た
門
か
。

答 

平
安
京
大
内
裏
の
南
側
中
央
。

▼ 

朱
雀
門
は
大
内
裏
の
正
門
で
あ
り
、
平
安
京
の
中
心
を
南
北
に
走
る
朱
雀
大
路

の
北
端
に
当
た
る
。
朱
雀
大
路
の
南
端
に
は
、
平
安
京
の
入
り
口
で
あ
る
羅
城

門
が
あ
っ
た
。

1 
遊
び　
「
遊
ぶ
」
と
は
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
楽
し
み
振
る
舞
い
、
時
を
過
ご
す
意
で
、

そ
の
対
象
は
詩
歌
・
管
弦
・
遊
山
・
狩
猟
な
ど
、
多
様
で
あ
る
。
平
安
期
に
お
い
て

は
、詩
歌･
管
弦
・
舞
な
ど
を
楽
し
む
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。こ
こ
で
は
、

笛
を
演
奏
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。

問 

こ
こ
で
の
「
遊
び
」
の
内
容
を
具
体
的
に
答
え
よ
。
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一 説話

答 

笛
を
奏
で
て
楽
し
む
こ
と
。

▼ 

辞
書
的
な
意
味
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
本
文
に
沿
っ
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ

す
る
。

問 

①
「
誰
な
ら
む
」（
14
・
2
）、
②
「
も
と
の
笛
を
返
し
取
ら
む
。」（
14
・
9
）

の
「
む
」
を
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

答 

①
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
の
連
体
形
。
②
意
志
の
助
動
詞
「
む
」
の
終
止
形
。

▼ 

①
で
は
「
誰
な
ら
む
」
は
博
雅
の
三
位
の
心
内
語
と
な
っ
て
い
る
。
省
略
さ
れ

て
い
る
主
語
を
文
脈
か
ら
補
え
ば
、〈
直
衣
姿
の
笛
を
吹
く
男
〉
に
な
る
。
主

語
が
三
人
称
の
場
合
、
文
末
の
「
む
」
は
推
量
の
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

一
方
、
②
は
「
か
の
人
」
の
会
話
文
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
補
う
べ
き
主

語
は
〈
私
〉
に
な
る
。
一
人
称
の
主
語
を
受
け
る
「
む
」
は
、
意
志
を
表
す
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
。
な
お
、
①
の
「
む
」
は
心
内
語
の
末
尾
に
置
か
れ
、
引

用
を
表
す
格
助
詞
「
と
」
に
続
い
て
い
る
の
で
終
止
形
と
答
え
る
生
徒
も
少
な

く
な
い
だ
ろ
う
が
、「
誰
」
と
い
う
疑
問
詞
が
あ
る
の
で
連
体
形
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

＊
遊
ぶ　

□一
﹇
自
バ
四
﹈
①
心
の
ま
ま
に
過
ご
し
て
楽
し
む
。
狩
猟
・
行
楽
・
酒
宴

な
ど
を
す
る
。
②
詩
歌
・
管
絃
（
音
楽
）・
舞
な
ど
を
楽
し
む
。
③
気
ま
ま
に
歩

き
回
る
。
④
遊
戯
を
す
る
。
□二
﹇
他
バ
四
﹈
楽
曲
を
演
奏
す
る
。

＊
夜
も
す
が
ら　
﹇
副
﹈
一
晩
じ
ゅ
う
。終
夜
。夜
通
し
。

3 

こ
の
世
に
た
ぐ
ひ
な
く　
こ
の
世
で
比
べ
る
も
の
が
な
く
。
直
衣
姿
の
男
が
吹
い
て

い
た
笛
が
、
実
は
「
鬼
の
笛
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

問 

「
こ
の
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
」
と
同
様
の
意
味
を
表
す
語
句
を
抜
き
出
せ
。

答 

世
に
な
き
ほ
ど
（
14
・
8
）

▼ 

後
に
「
葉
二
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
笛
の
す
ば
ら
し
さ
を
、「
こ
の
世
に
た
ぐ
ひ

な
く
」「
世
に
な
き
ほ
ど
」
と
繰
り
返
し
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が

人
間
の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
く
「
鬼
の
笛
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

3 

め
で
た
く　
「
め
で
た
し
」
は
、
賞
美
す
る
、
ほ
め
る
の
意
の
動
詞
「
愛
づ
」
に
、

程
度
が
甚
だ
し
い
意
を
表
す
「
い
た
し
」
が
付
い
た
「
め
で
い
た
し
」
か
ら
で
き
た

語
。
対
象
に
つ
い
て
、
申
し
分
な
く
す
ば
ら
し
い
と
賞
美
す
る
意
。

＊
め
で
た
し　
﹇
形
ク
﹈
①
素
晴
ら
し
い
。
立
派
だ
。
②
喜
ば
し
い
。

4 

あ
や
し
く　
「
あ
や
し
（
奇
し
・
怪
し
）」
は
、
常
識
で
は
理
解
で
き
な
い
不
思
議
な

も
の
へ
の
驚
き
や
お
そ
れ
の
感
情
を
表
す
。
粗
末
だ
、
身
分
が
低
い
、
卑
し
い
の
意

で
用
い
る
場
合
の
「
あ
や
し
（
賤
し
）」
も
、
併
せ
て
指
導
し
て
お
き
た
い
。

＊
あ
や
し　
﹇
形
シ
ク
﹈
□一  

①
不
思
議
だ
。
②
普
通
と
違
っ
て
い
る
。
珍
し
い
。
③

疑
わ
し
い
。
④
け
し
か
ら
ん
。
□二  

①
身
分
や
地
位
が
低
い
。
②
粗
末
だ
。
み
す

ぼ
ら
し
い
。

6 

夜
ご
ろ　
「
こ
ろ
」
は
、
年
・
月
・
日
な
ど
の
時
間
を
表
す
語
に
付
い
て
、
た
と
え

ば
「
年
ご
ろ
」
で
あ
れ
ば
数
年
、「
月
ご
ろ
」
で
あ
れ
ば
数
か
月
と
い
う
よ
う
に
、

長
い
時
間
の
経
過
を
表
す
。
こ
こ
で
は
、「
夜
」
に
付
い
て
「
幾
夜
」「
毎
晩
」
な
ど

の
意
。

＊
夜
ご
ろ　
﹇
名
﹈
こ
こ
の
と
こ
ろ
毎
晩
。
こ
こ
数
夜
。

問 

①「
い
ま
だ
見
ぬ
人
」（
14
・
4
）、②「
夜
ご
ろ
に
な
り
ぬ
。」（
14
・
6
）の「
ぬ
」

を
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

答 

①
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
。
②
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
。

▼ 

こ
こ
で
の
識
別
で
は
、
助
動
詞
の
意
味
を
文
脈
か
ら
適
切
に
判
断
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
用
形
が
識
別
の
決
め
手
と
な
る
。

問 

「
か
の
人
」（
14
・
7
）
と
は
誰
の
こ
と
か
。

答 

博
雅
の
三
位
と
共
に
月
夜
に
笛
を
奏
で
る
「
直
衣
着
た
る
男
」。

▼ 

「
鬼
」
と
答
え
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
話
の
流
れ
を
考
え
る
と
、
そ
の
答
え

は
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
指
示
語
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
以
前
の
内
容
を
受
け

て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
範
囲
か
ら
答
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形
「
に
」
は
、
文
脈
上
、「
…
…
て
し
ま
う
」
と
完

了
の
意
を
は
っ
き
り
と
訳
し
た
い
。
な
お
、「
長
く
替
へ
で
や
み
に
け
り
」
と
読
解

し
て
、
交
換
し
た
笛
を
長
い
間
も
と
の
笛
に
取
り
替
え
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
意
味
を
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

＊
や
む　

□一
﹇
自
マ
四
﹈
①
動
き
が
と
ま
る
。
終
わ
り
に
な
る
。
②
中
止
に
な
る
。

③
（
病
気
な
ど
が
）
な
お
る
。
気
持
ち
が
お
さ
ま
る
。
④
死
ぬ
。
□二
﹇
他
マ
下
二
﹈

①
と
め
る
。
や
め
る
。
②
（
病
気
な
ど
を
）
な
お
す
。

10 

三
位
失
せ
て
の
ち　
源
博
雅
の
没
年
は
天
元
三
（
九
八
〇
）
年
。
詳
し
く
は
後
述
す

る
が
、
博
雅
の
三
位
没
後
の
話
に
浄
蔵
が
登
場
す
る
と
い
う
展
開
は
、
齟
齬
を
き
た

し
て
い
る
。

＊
失
す　
﹇
自
サ
下
二
﹈
①
な
く
な
る
。
消
え
る
。
②
い
な
く
な
る
。
姿
を
消
す
。

③
死
ぬ
。
亡
く
な
る
。
④
（「
行
く
」「
来
る
」「
居
る
」
と
い
っ
た
動
作
に
つ
い
て
、

相
手
を
い
や
し
め
て
言
う
）
行
き
や
が
る
。
来
や
が
る
。
居
や
が
る
。

10 

帝　
源
博
雅
が
活
躍
し
て
い
た
の
は
、
朱
雀
・
村
上
・
冷
泉
・
円
融
天
皇
の
治
世
。

博
雅
没
後
す
ぐ
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
帝
」
は
円
融
天
皇
。

＊
召
す　

□一
﹇
他
サ
四
﹈
①
《「
呼
び
寄
す
」
の
尊
敬
語
》
お
呼
び
寄
せ
に
な
る
。

②
《「
取
り
寄
す
」
の
尊
敬
語
》
お
取
り
寄
せ
に
な
る
。
③
《「
飲
む
」「
食
ふ
」「
着

る
」
の
尊
敬
語
》
召
し
上
が
る
。
お
召
し
に
な
る
。
□二
﹇
自
サ
四
﹈《「
乗
る
」
の

尊
敬
語
》
お
乗
り
に
な
る
。
□三
﹇
補
動
サ
四
﹈（
他
の
尊
敬
の
動
詞
の
連
用
形
に

付
い
て
）
敬
意
を
強
め
る
。

10 
時
の
笛
吹
き　
そ
の
当
時
を
代
表
す
る
笛
の
名
手
。

11 

そ
の
音
を
吹
き
あ
ら
は
す
人
な
か
り
け
り　
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
こ
の
笛

は
「
鬼
の
笛
」
で
あ
り
、「
葉
二
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
名
笛
で
あ
る
。
名
器
が
そ
の

す
ば
ら
し
さ
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
演
奏
者
が
不
可
欠
で
あ

る
。
名
手
博
雅
の
三
位
没
後
は
、
こ
の
笛
が
持
つ
能
力
を
存
分
に
引
き
出
す
こ
と
が

問 

「
か
れ
」（
14
・
7
）
と
は
何
の
こ
と
か
。

答 

「
直
衣
着
た
る
男
」
の
笛
。

▼ 
「
か
れ
」
が
「
世
に
な
き
ほ
ど
の
笛
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
笛
」
と
答
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

8 

な
ほ
な
ほ　
や
は
り
同
様
に
。
引
き
続
い
て
。
笛
を
取
り
替
え
て
か
ら
も
何
か
月
に

も
わ
た
っ
て
、
月
夜
ご
と
に
笛
を
合
奏
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

問 

次
の
傍
線
部
を
、
助
詞
の
意
味
の
違
い
に
注
意
し
て
口
語
訳
し
て
み
よ
う
。

①
直
衣
着
た
る
男
の
、
笛
吹
き
け
れ
ば
、（
14
・
2
）

②
か
れ
を
取
り
替
へ
て
吹
き
け
れ
ば
、（
14
・
7
）

③
行
き
あ
ひ
て
吹
き
け
れ
ど
、（
14
・
8
）

答 

①
吹
い
た
の
で
、
②
吹
い
た
と
こ
ろ
、
③
吹
い
た
が

▼ 

①
・
②
・
③
と
も
に
、
カ
行
四
段
活
用
動
詞
「
吹
く
」
の
連
用
形
に
過
去
の
助

動
詞
「
け
り
」
の
已
然
形
が
付
き
、
そ
こ
に
接
続
助
詞
が
続
い
て
い
る
。

　
①
・
②
は
、
接
続
助
詞
「
ば
」
が
付
い
て
、
順
接
の
確
定
条
件
を
表
し
て
い

る
。
こ
の
用
法
に
は
、「
…
…
と
、
…
…
と
こ
ろ
」
と
訳
す
偶
然
条
件
、「
…
…

の
で
、
…
…
か
ら
」
と
訳
す
原
因
理
由
、「
…
…
と
い
つ
も
」
と
訳
す
恒
常
条

件
が
あ
る
。
ど
れ
が
適
切
で
あ
る
か
は
、
文
脈
か
ら
判
断
す
る
。
こ
こ
で
は
、

①
は
原
因
理
由
、
②
は
偶
然
条
件
で
訳
す
の
が
よ
い
。
生
徒
の
中
に
は
、
文
脈

を
考
え
ず
い
つ
も
同
じ
訳
を
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
知
識
と
し
て
訳
し
方
の

選
択
肢
を
有
し
、
そ
れ
を
文
章
の
中
で
適
切
に
選
び
取
れ
る
よ
う
に
指
導
し
て

い
き
た
い
。

　
③
は
、
逆
接
の
接
続
助
詞
「
ど
」
が
付
く
。
平
安
期
に
お
い
て
は
和
文
で
は

「
ど
」
が
、
漢
文
訓
読
文
で
は
「
ど
も
」
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
中

世
に
な
る
と
「
ど
」
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
り
、「
ど
も
」
の
使
用
頻
度
が

増
す
。
言
葉
は
生
き
物
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
の
は
、
現
在

と
同
様
で
あ
る
。

9 

長
く
替
へ
て
や
み
に
け
り　
長
い
間
お
互
い
の
笛
を
取
り
替
え
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
、
の
意
。「
や
む
」
は
、
お
し
ま
い
に
な
る
、
そ
の
ま
ま
に
な
る
、
の
意
。

52

一 説話

＊
給
ふ　

□一
﹇
他
ハ
四
﹈
①
お
与
え
に
な
る
。
②
…
…
し
な
さ
い
。
…
…
し
て
く
だ

さ
い
。
□二
﹇
補
動
ハ
四
﹈
①
《
尊
敬
の
意
を
表
す
》
お
…
…
に
な
る
。
…
…
な
さ

る
。
②
《「
せ
（
さ
せ
）
た
ま
ふ
」「
し
め
た
ま
ふ
」
で
、
高
い
尊
敬
の
意
を
表
す
》

お
…
…
に
な
る
。
お
…
…
な
さ
る
。
□三
﹇
他
ハ
下
二
﹈《
上
代
語
「
受
く
」「
食
ふ
」

「
飲
む
」
の
謙
譲
語
》
い
た
だ
く
。
頂
戴
す
る
。
□四
﹇
補
動
ハ
下
二
﹈（「
思
ふ
」「
見

る
」「
聞
く
」
な
ど
の
連
用
形
に
つ
い
て
）…
…
せ
（
さ
せ
）
て
い
た
だ
く
。
…
…

て
お
り
ま
す
。

問 

「
召
し
て
吹
か
せ
給
ふ
」（
15
・
1
）
の
主
語
は
誰
か
。

答 

帝
。

▼ 

「
召
す
」「
給
ふ
」
と
い
っ
た
敬
語
の
使
い
方
か
ら
判
断
す
る
。

2 

御
感
あ
り
て　
「
御
感
」
は
、
天
皇
や
上
皇
な
ど
が
賞
賛
し
た
り
感
心
し
た
り
す
る

こ
と
。「
ご
か
ん
」
と
も
。「
御
〜
あ
り
」
で
「
〜
な
さ
る
」
の
意
と
な
る
。

脚問 

「
こ
の
笛
の
主
」（
15
・
2
）
と
は
誰
の
こ
と
か
。

答 

博
雅
の
三
位
。

▼ 

「
こ
の
笛
」
を
「
直
衣
着
た
る
男
」
と
取
り
替
え
て
、「
朱
雀
門
の
辺
り
に
て
」

手
に
入
れ
た
の
は
博
雅
の
三
位
で
あ
る
。
三
位
没
後
に
、
帝
が
「
こ
の
笛
を
召

し
て
」
所
持
し
て
い
た
。

＊
仰
す　
﹇
他
サ
下
二
﹈
①
命
令
す
る
。
お
命
じ
に
な
る
。
②
《「
仰
せ
ら
る
」「
仰

せ
給
ふ
」
の
形
で
「
言
ふ
」
の
尊
敬
語
》
お
っ
し
ゃ
る
。

問 

「
な
ほ
逸
物
か
な
。」（
15
・
5
）
と
言
っ
た
の
は
誰
か
。

答 

朱
雀
門
の
鬼
。

▼ 

鬼
の
姿
は
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
初
め
て
鬼
の
笛
と
知
ろ
し

め
し
け
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
。

で
き
る
笛
吹
き
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
名
器
の
持
つ
神
秘
性
を
伝

え
て
い
る
。

問 

「
そ
の
音
」
の
内
容
を
具
体
的
に
答
え
よ
。

答 

博
雅
の
三
位
が
「
直
衣
着
た
る
男
」
と
交
換
し
た
ま
ま
所
持
し
て
い
た
笛
の
、

こ
の
世
で
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
音
色
。

▼ 

笛
の
名
器
と
し
て
の
能
力
を
存
分
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
笛
吹
き
が
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、「
そ
の
音
」
の
内
容
説
明
に
は
音
色
の
す
ば
ら

し
さ
を
含
む
べ
き
で
あ
る
。

15
ペ
ー
ジ 

1 

浄
蔵　
八
九
一
年
〜
九
六
四
年
。
平
安
時
代
中
期
の
僧
。
三
善
清
行
の
子
。
平
将
門

が
乱
を
起
こ
し
た
と
き
の
調
伏
な
ど
に
験
力
を
示
し
た
。『
撰
集
抄
』
巻
七
に
は
、

京
都
の
一
条
戻
橋
の
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
、
浄
蔵
が
死
去
し
た
父
を
「
し
ば
ら
く

観
法
し
て
蘇
生
し
た
て
ま
つ
ら
れ
け
る
」
話
が
載
る
。
ま
た
、
天
文
や
医
薬
に
も
秀

で
、
笛
の
名
人
で
も
あ
っ
た
。
浄
蔵
と
源
博
雅
と
は
活
躍
期
が
重
な
っ
て
い
る
が
、

没
年
は
浄
蔵
が
先
で
あ
り
、
博
雅
が
死
去
し
て
か
ら
浄
蔵
が
帝
に
召
し
出
さ
れ
て
笛

を
吹
く
と
い
う
本
話
の
内
容
に
は
矛
盾
が
あ
る
。『
江
談
抄
』
第
三
・
五
〇
に
、
浄

蔵
が
笛
を
吹
き
な
が
ら
朱
雀
門
を
通
り
過
ぎ
る
際
に
、
鬼
が
そ
の
音
色
に
感
嘆
し
て

名
笛
葉
二
を
浄
蔵
に
与
え
た
と
い
う
、
本
話
の
類
話
が
あ
る
（「
5
参
考
文
献
」「
③

参
考
資
料
」
7
参
照
）。
本
話
は
、
笛
の
名
人
で
あ
っ
た
博
雅
の
三
位
と
浄
蔵
を
並
べ
、

も
と
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
逸
話
で
あ
っ
た
も
の
を
、「
葉
二
」
を
め
ぐ
る
話
と
し

て
一
つ
に
つ
な
げ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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の
三
位
は
美
し
く
奏
で
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。

・
誰
も
が
す
ば
ら
し
い
音
色
で
吹
け
る
わ
け
で
は
な
い
神
秘
的
な
笛
を
、
博
雅
の
三
位

は
美
し
く
奏
で
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。

・
鬼
が
博
雅
の
前
に
姿
を
現
し
、
た
び
た
び
合
奏
し
た
り
笛
を
交
換
し
た
り
す
る
ほ
ど
、

博
雅
を
認
め
て
い
た
こ
と
。

解
説

　
「
そ
の
音
を
吹
き
あ
ら
は
す
人
な
か
り
け
り
」
と
あ
り
、
同
じ
笛
を
奏
で
て
も
博
雅

の
音
色
は
特
別
に
す
ば
ら
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
他
の
笛
吹
き
の
前
に
は

姿
を
見
せ
な
か
っ
た
鬼
が
博
雅
の
前
に
現
れ
、
吹
き
交
わ
し
た
こ
と
も
、
博
雅
の
笛
の

素
晴
ら
し
さ
を
認
め
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　「
鬼
の
笛
」（
15
・
6
）
だ
と
わ
か
っ
た
い
き
さ
つ
を
、
順
を
追
っ
て
整
理
し

て
み
よ
う
。

解
答
例

　

帝
の
命
令
に
よ
り
、
朱
雀
門
の
あ
た
り
で
浄
蔵
が
笛
を
吹
い
た
と
こ
ろ
、
楼
上
か
ら

大
声
で
ほ
め
る
声
が
聞
こ
え
た
の
で
、
鬼
の
笛
だ
と
わ
か
っ
た
。

解
説

　
「
初
め
て
鬼
の
笛
と
知
ろ
し
め
し
け
り
」
の
直
前
に
「
か
く
と
奏
し
け
れ
ば
」
と
あ
り
、

そ
の
「
か
く
」
の
内
容
は
「
月
の
夜
…
…
褒
め
け
る
」、
浄
蔵
が
出
か
け
た
の
は
帝
が

「
こ
の
笛
の
主
…
…
行
き
て
、
吹
け
。」
と
命
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
過
を
ま
と
め

れ
ば
よ
い
。

＊
な
ほ　
﹇
副
﹈
①
依
然
と
し
て
。
②
や
は
り
。
な
ん
と
い
っ
て
も
。
③
そ
う
は
い

っ
て
も
や
は
り
。
④
同
じ
く
。
同
様
に
。
⑤
さ
ら
に
。
ま
す
ま
す
。
い
っ
そ
う
。

⑥
ち
ょ
う
ど
。
ま
る
で
。

5 

か
く
と
奏
し
け
れ
ば　
「
奏
す
」
は
絶
対
敬
語
で
、
天
皇
や
上
皇
に
申
し
上
げ
る
意

の
謙
譲
語
。
こ
こ
で
は
、
帝
の
命
令
で
朱
雀
門
に
行
っ
た
浄
蔵
が
、
博
雅
の
三
位
が

手
に
入
れ
た
笛
を
吹
い
た
と
こ
ろ
、
楼
上
か
ら
「
な
ほ
逸
物
か
な
。」
と
笛
の
音
を

褒
め
る
声
を
聞
い
た
と
い
う
体
験
を
、
帝
に
奏
上
し
て
い
る
。

＊
奏
す　
﹇
他
サ
変
﹈
①
《「
言
ふ
」
の
謙
譲
語
》（
天
皇
・
上
皇
・
法
皇
に
）
申
し

上
げ
る
。
②
演
奏
す
る
。

＊
知
ろ
し
め
す　
﹇
他
サ
四
﹈《「
知
る
」
の
尊
敬
語
》
①
お
治
め
に
な
る
。
②
知
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
ご
存
じ
で
あ
る
。

6 

葉
二　
横
笛
の
名
器
。
本
教
材
に
続
く
削
除
部
分
（「
5
参
考
文
献
」「
③
参
考
資
料
」

1
参
照
）
に
あ
る
よ
う
に
、
赤
と
青
の
二
枚
の
葉
が
笛
に
付
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

『
枕
草
子
』
第
八
九
段
に
「
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
物
は
、
御
琴
も
御
笛
も
、
皆
め
づ
ら

し
き
名
つ
き
て
ぞ
あ
る
。（
中
略
）
水す
い

竜ろ
う

、
小こ

水す
い

竜ろ
う

、
宇う

陀だ

の
法
師
、
釘く
ぎ

打う
ち

、
葉
二
、

な
に
く
れ
な
ど
、
お
ほ
く
聞
き
し
か
ど
忘
れ
に
け
り
。」
と
あ
り
、
ま
た
『
紫
式
部

日
記
』
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。

❻ 「
課
題
」
の
解
説

一
　
博
雅
の
三
位
が
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
わ

か
る
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。

解
答
例

・
当
時
の
笛
の
名
手
た
ち
が
吹
い
て
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
笛
の
音
色
を
、
博
雅
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と
い
う
人
間
を
超
越
し
た
存
在
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
、
説
話
を
形
成
し
て
い
る
。

　

博
雅
の
三
位
が
笛
を
取
り
替
え
た
相
手
で
あ
る
「
直
衣
着
た
る
男
」
が
実
は
鬼
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
話
の
最
後
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
博
雅
の
三
位
と
「
同
じ
さ

ま
」
で
あ
る
こ
の
「
直
衣
着
た
る
男
」
が
た
だ
者
で
は
な
く
、
同
時
に
彼
が
吹
く
笛
が

類
い
稀
な
名
笛
で
あ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
音
色
は
「
こ
の
世

に
た
ぐ
ひ
な
く
」、
そ
の
笛
は
「
世
に
な
き
ほ
ど
の
笛
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
朱
雀

門
の
前
で
長
き
に
わ
た
っ
て
一
緒
に
笛
を
奏
で
る
博
雅
の
三
位
と
鬼
は
、
共
に
抜
き
ん

出
た
笛
の
技
量
を
持
っ
て
い
て
、
お
互
い
が
そ
れ
を
認
め
合
い
、
こ
の
上
な
く
幸
せ
な

時
間
を
過
ご
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
鬼
が
取
り
替
え
た
笛
を
戻
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
も
、
笛
吹
き
と
し
て
の
博
雅
の
三
位
の
才
能
を
鬼
が
認
め
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。「
我
も
も
の
を
も
言
は
ず
、
か
れ
も
言
ふ
こ
と
な
し
」
と
、
言
葉
を
交
わ
す
こ
と

が
な
く
て
も
、
笛
の
音
色
を
通
し
て
濃
密
な
会
話
を
楽
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

　
「
鬼
の
笛
」
の
不
思
議
な
あ
り
よ
う
は
、
博
雅
の
三
位
の
才
能
を
さ
ら
に
際
立
た
せ

て
い
る
。
三
位
が
他
界
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
笛
が
持
つ
力
を
存
分
に
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
笛
吹
き
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
名
器
が
そ
の
す
ば
ら
し
さ

を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
名
人
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
だ
。
そ
の

神
秘
的
な
笛
を
上
手
に
吹
き
こ
な
す
人
物
と
し
て
、
次
に
浄
蔵
が
登
場
し
て
い
る
。
こ

の
笛
を
博
雅
の
三
位
に
劣
ら
ず
吹
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
浄
蔵
の
笛
吹
き
と
し
て
の
優

れ
た
才
能
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
博
雅
の
三
位
と
浄
蔵
と
で
は
、
浄
蔵
が
先
に
没

し
て
お
り
、
三
位
が
死
去
し
て
か
ら
浄
蔵
が
帝
に
召
し
出
さ
れ
て
笛
を
吹
く
と
い
う
本

話
の
内
容
に
は
矛
盾
が
あ
る
。『
江
談
抄
』
第
三
・
五
〇
に
載
る
、
浄
蔵
が
朱
雀
門
で

鬼
か
ら
名
笛
葉
二
を
与
え
ら
れ
る
逸
話
を
改
変
し
て
、
博
雅
の
三
位
が
手
に
入
れ
た
笛

の
由
来
を
浄
蔵
が
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
新
た
な
説
話
を
作
り
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

博
雅
の
三
位
と
浄
蔵
に
関
す
る
二
つ
の
逸
話
を
一
つ
の
話
に
つ
な
げ
て
い
く
上
で
絶

妙
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
が
、
作
品
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
月
」
で
あ
る
。

博
雅
の
三
位
が
「
直
衣
着
た
る
男
」
と
出
会
う
の
は
「
月
の
明
か
か
り
け
る
夜
」
で
あ

❼ 「
語
句
と
表
現
」
の
解
説

一
　
次
の
傍
線
部
の
用
言
を
文
法
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
①
月
の
明
か
か
り
け
る
夜
、（
14
・
1
）

　
②
得
た
り
け
る
と
こ
そ
聞
け
。（
15
・
3
）

　
③
高
く
大
き
な
る
音
に
て
、（
15
・
5
）

解
答
例

①
ク
活
用
の
形
容
詞
「
明
か
し
」
の
連
用
形
。

②
ア
行
下
二
段
活
用
の
動
詞
「
得
」
の
連
用
形
。

③
ナ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
「
大
き
な
り
」
の
連
体
形
。

解
説

　

①
形
容
詞
に
は
本
活
用
と
補
助
活
用
（
カ
リ
活
用
）
が
あ
る
が
、
助
動
詞
に
続
く
場

合
に
は
カ
リ
活
用
と
な
る
。

　

②
ア
行
に
活
用
す
る
語
は
「
得
」「
心
得
」「
所
得
」
の
三
語
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
以

外
に
「
い
」「
え
」
と
活
用
し
て
い
る
場
合
は
ヤ
行
、
終
止
形
が
「
〜
う
」
と
な
る
場

合
は
ワ
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
上
に
あ
る
の
で
連
用
形
。

　

③
現
代
語
の
「
大
き
い
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
古
語
で
は
「
大
き
な
り
」
と
い
う
形

容
動
詞
で
あ
る
。
現
在
の
「
大
き
な
」
と
い
う
連
体
詞
は
、
形
容
動
詞
の
連
体
形
「
大

き
な
る
」
が
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。

❽ 

読
み
深
め
る
た
め
に

　
『
十
訓
抄
』
第
十
「
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
事
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
本
話
は
、
博
雅

の
三
位
と
浄
蔵
の
両
者
を
並
べ
、
彼
ら
が
い
か
に
秀
で
た
笛
の
才
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

か
を
示
し
、
併
せ
て
「
葉
二
」
と
い
う
天
下
第
一
の
名
笛
に
つ
い
て
の
由
来
を
紹
介
す

る
点
に
眼
目
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
二
点
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
た
め
に
、「
鬼
」
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❸ 

参
考
資
料

1　

教
科
書
本
文
「
天
下
第
一
の
笛
な
り
。」
以
下
の
削
除
部
分

　

そ
の
の
ち
伝
は
り
て
、
御
堂
入
道
殿
の
御
物
に
な
り
に
け
る
を
、
宇
治
殿
、
平
等
院

を
造
ら
せ
給
ひ
け
る
時
、
経
蔵
に
納
め
ら
れ
に
け
り
。
こ
の
笛
に
は
葉
二
つ
あ
り
。
一

つ
は
赤
く
、
一
つ
は
青
く
し
て
、
朝
ご
と
に
露
お
く
と
い
ひ
伝
へ
た
れ
ば
、「
京
極
殿

御
覧
じ
け
る
時
は
、
赤
葉
落
ち
て
、
露
お
か
ざ
り
け
る
」
と
、
富ふ

家け

入
道
殿
、
語
ら
せ

給
ひ
け
る
と
ぞ
。

浅
見
和
彦
『
十
訓
抄
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）（
一
九
九
七
年
、
小
学
館
）

﹇
口
語
訳
﹈

　

そ
の
後
（
笛
が
）
伝
わ
っ
て
、
御
堂
入
道
殿
の
お
持
物
に
な
っ
た
の
を
、
宇
治
殿
が
、

平
等
院
を
お
造
り
に
な
っ
た
時
、
経
蔵
に
納
め
な
さ
っ
た
。
こ
の
笛
に
は
葉
が
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
赤
く
、
一
つ
は
青
く
て
、
朝
ご
と
に
露
を
お
く
と
言
い
伝
え
て
い
る
の
で
、

「
京
極
殿
が
ご
覧
に
な
っ
た
時
は
、
赤
い
葉
が
落
ち
て
、
露
は
置
か
な
か
っ
た
」
と
、

冨
家
入
道
殿
は
、
語
り
な
さ
っ
た
と
（
い
う
こ
と
だ
）。

2　

管
弦
の
名
人
と
し
て
の
博
雅
の
三
位
に
関
す
る
逸
話

　

そ
の
御
弟お

と
との
敦あ
つ
忠た
だ
の
中
納
言
も
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
和
歌
の
上
手
、
管
絃
の
道
に
も

す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
き
。
世
に
か
く
れ
た
ま
ひ
て
後の
ち

、
御
遊
び
あ
る
折
、
博ひ

ろ

雅ま
さ
の

三さ
ん

位み

の
、

さ
は
る
こ
と
あ
り
て
ま
ゐ
ら
ざ
る
時
は
、「
今
日
の
御
遊
び
と
ど
ま
り
ぬ
」
と
、
度
々

召
さ
れ
て
ま
ゐ
る
を
見
て
、
ふ
る
き
人
々
は
、「
世
の
末
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
敦
忠
中

納
言
の
い
ま
す
か
り
し
折
は
、
か
か
る
道
に
、
こ
の
三
位
、
お
ほ
や
け
を
は
じ
め
た
て

ま
つ
り
て
、
世
の
大
事
に
思
ひ
は
べ
る
べ
き
も
の
と
こ
そ
思
は
ざ
り
し
か
」
と
ぞ
の
た

ま
ひ
け
る
。

橘
健
二・加
藤
静
子
『
大
鏡
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）（一
九
九
六
年
、
小
学
館
）

﹇
口
語
訳
﹈

る
。
そ
も
そ
も
月
の
な
い
闇
夜
で
の
外
出
は
は
ば
か
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
美
し
い
月

に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
出
歩
き
、
笛
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
出
会
っ
た
二
人
は
、

そ
の
後
も
「
月
の
夜
ご
と
に
」
合
奏
を
楽
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
帝
の
命
を
受
け
、

浄
蔵
が
朱
雀
門
へ
出
向
い
て
笛
を
吹
い
た
の
も
ま
た
「
月
の
夜
」
で
あ
る
。
博
雅
の
三

位
と
鬼
と
浄
蔵
の
三
者
を
包
み
、
話
全
体
を
一
つ
に
す
る
役
割
を
、
こ
の
「
月
」
が
担

っ
て
い
る
の
だ
。

5
参
考
文
献

❶ 

指
導
者
の
た
め
の
参
考
文
献

 ●
浅
見
和
彦
『
十
訓
抄
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）（
一
九
九
七
年
、
小
学
館
）

 ●
河
村
全
二
『
十
訓
抄
全
注
釈
』（
新
典
社
注
釈
叢
書
）（
一
九
九
四
年
、
新
典
社
）

 ●
泉
基
博
『
校
本
十
訓
抄
』（
一
九
九
六
年
、
右
文
書
院
）

 ●
泉
基
博
『
十
訓
抄
の
敬
語
表
現
に
つ
い
て
の
研
究
』（
笠
間
叢
書
）（
一
九
九
八
年
、

笠
間
書
院
）

 ●
大
曾
根
章
介
・
久
保
田
淳
ほ
か
編
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学　

第
三
巻　

説
話
文

学
』（
一
九
八
四
年
、
明
治
書
院
）

 ●
馬
淵
和
夫
監
修
・
説
話
研
究
会
編『
日
本
の
心　

日
本
の
説
話　

三 

世
俗
説
話
』（
一

九
八
七
年
、
大
修
館
書
店
）

❷ 

学
習
者
の
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

 ●
阿
刀
田
高
『
古
今
著
聞
集
・
十
訓
抄
・
沙
石
集
』（
少
年
少
女
古
典
文
学
館
13
）（
二

〇
一
〇
年
、
講
談
社
）
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壊
し
た
の
で
あ
る
よ
う
だ
」
と
疑
い
な
さ
っ
た
。

4　

博
雅
が
篳ひ

ち
篥り

き
を
吹
い
て
盗
人
を
改
心
さ
せ
た
話

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
二
・
四
二
九

　

博
雅
の
三
位
の
家
に
盗
人
入
り
た
り
け
り
。
三さ
ん

品ぼ
ん

、
板
敷
の
し
た
に
逃
げ
か
く
れ
に

け
り
。
盗
人
帰
り
、
さ
て
後
、
は
ひ
出
で
て
家
中
を
見
る
に
、
の
こ
り
た
る
物
な
く
、

み
な
と
り
て
け
り
。
篳
篥
一
つ
を
置お
き

物も
の
の

厨づ

子し

に
の
こ
し
た
り
け
る
を
、
三
位
と
り
て

ふ
か
れ
た
り
け
る
を
、
出
で
て
さ
り
ぬ
る
盗
人
は
る
か
に
こ
れ
を
聞
き
て
、
感
情
お
さ

へ
が
た
く
し
て
帰
り
き
た
り
て
云
ふ
や
う
、「
只
今
の
御
篳
篥
の
音ね

を
う
け
た
ま
は
る
に
、

あ
は
れ
に
た
ふ
と
く
候
ひ
て
、
悪
心
み
な
あ
ら
た
ま
り
ぬ
。
と
る
所
の
物
ど
も
こ
と
ご

と
く
に
返
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
」
と
い
ひ
て
、
み
な
置
き
て
出い

で
に
け
り
。
む
か
し
の

盗
人
は
、
ま
た
か
く
優
な
る
心
も
あ
り
け
り
。

西
尾
光
一
・
小
林
保
治
『
古
今
著
聞
集　

下
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）（
一
九
八
六
年
、

新
潮
社
）

﹇
口
語
訳
﹈

　

博
雅
の
三
位
の
家
に
盗
人
が
は
い
っ
た
。
三
位
は
、
板
敷
き
の
下
に
逃
げ
て
隠
れ
た
。

盗
人
が
帰
り
、
そ
の
後
、
這
い
出
て
家
の
中
を
見
る
と
、
残
っ
て
い
る
物
は
な
く
、

み
な
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
篳
篥
一
つ
を
置
物
厨
子
に
残
し
て
あ
っ
た
の
を
、
三
位
が

と
っ
て
吹
き
な
さ
っ
た
の
を
、
出
て
去
っ
た
盗
人
が
は
る
か
遠
く
で
こ
れ
を
聞
い
て
、

感
情
を
お
さ
え
き
れ
な
く
て
帰
っ
て
き
て
言
う
に
は
、「
た
だ
い
ま
の
篳
篥
の
音
を
お

聞
き
す
る
と
、
し
み
じ
み
感
慨
深
く
尊
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
悪
心
が
み
な
改
ま
っ
た
。

取
る
（
こ
と
と
し
た
）
物
を
す
べ
て
返
し
申
し
上
げ
よ
う
」
と
言
っ
て
、
み
な
お
い

て
出
て
行
っ
た
。
昔
の
盗
人
は
、
ま
だ
こ
の
よ
う
に
優
美
な
心
も
あ
っ
た
。

5　

博
雅
誕
生
時
に
天
か
ら
音
楽
が
聞
こ
え
た
話

『
古
今
著
聞
集
』巻
第
六・二
四
四

　

そ
の
弟
君
の
敦
忠
の
中
納
言
も
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
和
歌
の
名
人
で
、
管
絃
の

道
で
も
す
ぐ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
以
降
、
管
絃
の
お
遊
び

が
あ
る
時
に
は
、
博
雅
三
位
が
、
差
し
支
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
参
上
し
な
い
時
は
、「
今

日
の
遊
び
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
、
た
び
た
び
召
し
出
さ
れ
て
参
上
す
る
の
を

見
て
、
古
い
人
々
は
、「
末
世
は
悲
し
い
も
の
だ
。
敦
忠
中
納
言
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

頃
は
、
こ
の
よ
う
な
管
絃
の
道
で
、
こ
の
三
位
（
が
い
る
か
い
な
い
か
）
は
、
帝
を
は

じ
め
と
し
申
し
上
げ
て
、
天
下
の
一
大
事
だ
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
思
わ
な

か
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

3　

博
雅
の
三
位
が
鬼
に
奪
わ
れ
た
琵
琶
の
名
器
玄
象
を
取
り
戻
す
話

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
四

　
　

玄
ぐ
ゑ
ん

象じ
や
う

琵と
い

琶ふ
び
わ、
為
お
に
の

鬼た
め
に

被と
ら

取る
る

語こ
と

第
二
十
四

　

今
い
ま
は

昔む
か
し、

村
上
天
皇
の
御み

代よ

に
、
玄

ぐ
ゑ
ん

象じ
や
うと

云
ふ
琵
琶
俄に

は
かに

失う
せ

に
け
り
。
此
は
世
の
伝

は
り
物
に
て
、
極い
み
じき
公
お
ほ
や
け
の

財た
か
らに
て
有
る
を
、
此か
く

失う
せ

ぬ
れ
ば
、
天
皇
極き
は
めて
歎
か
せ
給
て
、

「
此か
か

る
□
事
無
き
伝
は
り
物
の
、
我
が
代よ

に
し
て
失
ぬ
る
事
」
と
思
し
歎
か
せ
給た

ま
ふも

理
こ
と
わ
り

也
。「
此
れ
は
人
の
盗ぬ
す
みた
る
に
や
有
ら
む
。
但
し
、
人
盗ぬ
す
み
取
ら
ば
、
可た
も
持つ
べ
き
様や
う

無な
き

事
な

れ
ば
、
天
皇
を
不
よ
か
ら
ず
お
も
ひ
た
て
ま
つ

吉
ら
思
奉
る
者
世
に
有
て
、
取
て
損
じ
失
た
る
な
め
り
」
と
ぞ
被

う
た
が

疑は
れ

け
る
。 

※
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

小
峯
和
明
『
今
昔
物
語
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）（
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）

﹇
口
語
訳
﹈

　

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
村
上
天
皇
の
ご
治
世
に
、
玄
象
と
い
う
琵
琶
が
突

然
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
代
々
（
皇
室
に
）
伝
わ
る
物
で
、
た
い
へ
ん
な
朝
廷
の
宝
で

あ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
な
く
な
っ
た
の
で
、
天
皇
は
ひ
ど
く
嘆
き
な
さ
っ
て
、「
こ

の
よ
う
な 　
　

 

こ
と
の
な
い
伝
来
品
が
、
私
の
代
に
な
く
な
っ
た
こ
と
（
だ
よ
）」

と
思
い
嘆
き
な
さ
る
の
も
道
理
で
あ
る
。「
こ
れ
は
人
が
盗
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
た

だ
し
、
も
し
人
が
盗
み
取
る
な
ら
ば
、（
見
つ
か
ら
ず
に
）
持
っ
て
い
よ
う
も
な
い
こ

と
で
あ
る
の
で
、
天
皇
を
よ
く
な
く
思
い
申
し
上
げ
る
者
が
世
の
中
に
い
て
、
取
っ
て
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笛
か
」
と
て
進

た
て
ま
つら
し
め
給
ふ
」
と
云
々
。

後
藤
昭
雄
・
池
上
洵
一
・
山
根
對
助
『
江
談
抄　

中
外
抄　

富
家
語
』（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
）（
一
九
九
七
年
、
岩
波
書
店
）

﹇
口
語
訳
﹈

　

ま
た
お
っ
し
ゃ
っ
て
言
う
に
は
、「
葉
二
は
高
名
な
横
笛
で
あ
る
。
朱
雀
門
の
鬼
の

笛
と
名
づ
け
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
浄
蔵
聖
人
が
笛
を
吹
い
て
、
深
夜
に
朱
雀
門
を
通

る
と
、
鬼
が
大
声
で
感
心
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
笛
を
例
の
聖
人
に
与
え
な
さ
る
と

云
々
。
そ
の
後
、
次
々
に
伝
え
て
（
今
は
）
入
道
殿
（
の
も
と
）
に
あ
る
。
後
一
条
院

が
在
位
の
時
、
蔵
人
某
を
使
っ
て
、
こ
の
笛
を
取
り
寄
せ
な
せ
る
。
蔵
人
は
笛
の
名
で

あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
た
だ
『
は
ふ
た
つ
を
献
上
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
申
し
上

げ
る
の
で
、
入
道
殿
は
（
わ
ざ
と
）、『
ど
の
よ
う
な
事
で
も
お
聞
き
す
る
つ
も
り
だ
が
、

歯
二
つ
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
か
す
る
と
こ
の
葉
二
の
笛
か
』
と
言
っ
て

献
上
し
な
さ
る
」
と
云
々
。

　

博ひ
ろ

雅ま
さ

卿き
や
うは
上

し
や
う

古こ

に
す
ぐ
れ
た
る
管
絃
者
な
り
け
り
。
む
ま
れ
侍
り
け
る
時
、
天
に
音

楽
の
声
聞
え
け
り
。

西
尾
光
一
・
小
林
保
治
『
古
今
著
聞
集　

上
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）（
一
九
八
三
年
、

新
潮
社
）

﹇
口
語
訳
﹈

　

博
雅
卿
は
昔
の
す
ぐ
れ
た
管
絃
者
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
ま
し
た
時
に
、
天
に
音
楽
の

音
が
聞
こ
え
た
。

6　

博
雅
の
三
位
の
歌
合
で
の
失
敗
談

『
十
訓
抄
』
第
一
ノ
三
十
八

　

天て
ん

徳と
く

の
歌う
た

合あ
は
せに
、
博
雅
三
位
、
講か
う

師じ

つ
と
む
る
に
、
あ
る
歌
を
読
み
あ
や
ま
り
て
、

色
変
じ
、
声
ふ
る
ひ
け
る
由よ
し

、
か
の
時
の
記
に
見
え
た
り
。

浅
見
和
彦
『
十
訓
抄
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）（
一
九
九
七
年
、
小
学
館
）

﹇
口
語
訳
﹈

　

天
徳
の
歌
合
で
、
博
雅
三
位
が
、
講
師
を
つ
と
め
る
時
に
、
あ
る
歌
を
読
み
間
違
え

て
、
顔
色
が
変
わ
り
、
声
が
震
え
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
時
代
の
記
録
に
見
え
て
い

る
。7　

浄
蔵
が
朱
雀
門
で
鬼
か
ら
名
笛
葉
二
を
与
え
ら
れ
る
話

『
江
談
抄
』第
三
・
五
〇

　

ま
た
命お
ほ

せ
ら
れ
て
云
は
く
、「
葉
二
は
高
名
の
横
笛
な
り
。
朱
雀
門
の
鬼
の
笛
と
号な

づ

く
る
は
こ
れ
な
り
。
浄
蔵
聖
人
笛
を
吹
き
て
、
深
更
朱
雀
門
を
渡
る
に
、
鬼
大
声
に
て

感
ず
。
そ
れ
よ
り
、
こ
の
笛
を
件く
だ
んの

聖
人
に
給
ふ
と
云
々
。
そ
の
後の

ち

、
次
第
に
伝
へ
て

入
道
殿
に
在
り
。
後
一
条
院
御
在
位
の
時
、
蔵く
ら

人う
ど

某な
に
が
しを
も
つ
て
、
こ
の
笛
を
召
さ
る
。

蔵
人
笛
の
名
な
る
を
知
ら
ず
。
た
だ
「
は
ふ
た
つ
参
ら
せ
さ
せ
給
へ
」
と
申
す
に
、
入

道
殿
、「
何
事
も
承
る
べ
き
に
、
歯
二
つ
こ
そ
え
欠
く
ま
じ
け
れ
。
も
し
こ
の
葉は
ふ

二た
つ

の
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