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一

熊
本
城
本
丸
御
殿
の
大
広
間
「
昭
君
之
間
」
は
二
〇
〇
八
年
に
推
定

復
元
さ
れ
た
。
漢
の
元
帝
の
時
代
、
匈
奴
に
嫁
い
で
行
っ
た
王
昭
君
を

壁
や
襖
に
描
い
た
豪
華
な
部
屋
で
あ
る
。
馬
上
で
琵
琶
を
弾
く
王
昭
君

の
姿
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
版
本
の
挿
絵
に
も
描
か
れ
た
。

王
昭
君
を
絵
に
描
く
こ
と
は
早
く
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
に
例
が
見

ら
れ
る
。

殿
に
古
き
も
新
し
き
も
絵
ど
も
入
り
た
る
御
厨
子
ど
も
開
か
せ
給

ひ
て
、
女
君
と
も
ろ
と
も
に
、
い
ま
め
か
し
き
は
そ
れ
〳
〵
と
選え

り
と
ゝ
の
へ
さ
せ
給
ふ
。
長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、

お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
こ
と
の
忌
あ
る
は
こ
た
み
は
た
て

ま
つ
ら
じ
と
選
り
と
ゞ
め
給
ふ

（
注
１
）。

王
昭
君
を
描
い
た
絵
は
「
こ
と
の
忌
あ
る
」
も
の
と
し
て
絵
合
で
の

披
露
が
見
送
ら
れ
た
。「
王
昭
君
」
も
し
く
は
「
昭
君
」
の
語
は
、
他
に

『
う
つ
ほ
物
語
』、『
和
漢
朗
詠
集
』、『
浜
松
中
納
言
物
語
』、『
大
鏡
』、

『
住
吉
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
。
日
本
文
学
に
お
け
る
王
昭
君
の
受
容
に

つ
い
て
は
、
川
口
久
雄
「
敦
煌
変
文
の
素
材
と
日
本
文
学
―
王
昭
君

変
文
と
我
が
国
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
」

（
注
２
）

を
は
じ
め
、
す
で
に
多
く
の

論
考
が
備
わ
り
、
上
原
作
和
『
光
源
氏
物
語
の
思
想
史
的
変
貌
―

〈
琴
〉
の
ゆ
く
へ
』
に
は
王
昭
君
に
つ
い
て
記
し
た
資
料
が
伝
承
の
話
型

ご
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る

（
注
３
）。

本
稿
で
掲
げ
る
作
品
の
多
く
も
こ
れ
ま
で

に
検
討
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
私
達
が
抱
く
王
昭
君
像
を
糸

田

村

　

隆

王
昭
君
説
話
の
語
り
方
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口
に
、
改
め
て
受
容
史
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

王
昭
君
説
話
は
高
等
学
校
の
漢
文
の
教
科
書
で
扱
わ
れ
る
こ
と
も
多

い
が
、
そ
の
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
専
ら
『
西せ

い
け
い京

雑
記
』（
晋	

丹
陽
葛
洪
集
、
明	
新
安
程
榮
校
）
で
あ
る
。『
日
本
国
見
在
書
目
録
』

（
寛
平
三
（
八
九
一
）
年
頃
成
立
、
藤
原
佐
世
撰
）
に
「
西
京
雑
記
二

巻
」
と
あ
り
、
日
本
に
も
早
く
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
刊
の
和
刻
本
六
巻
の
本
文
を
書
き
下
し
て

掲
げ
る
。

元
帝
の
後
宮
既
に
多
く
し
て
、
常
に
は
見
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
。
乃

ち
画
工
を
し
て
形
を
図
せ
し
め
、
図
を
案
じ
て
、
之
を
召
幸
す
。

諸
宮
人
皆
画
工
に
賂ま

ひ
な

ふ
。
多
き
者
は
十
万
、
少
き
者
も
亦
五
万
を

減
ぜ
ず
。
独
り
王わ

う
し
や
う嬙

の
み
肯
ぜ
ず
。
遂
に
見
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
。

匈
奴
入
朝
す
。
美
人
を
求
め
て
閼え

ん

氏し

と
為
す
。
是
に
於
い
て
上し

や
う図

を
案
じ
、
昭
君
を
以
て
行
か
し
む
。
去
る
に
及
び
て
召
見
す
る
に
、

貌
後
宮
第
一
た
り
。
応
対
を
善
く
し
、
挙
止
閑
雅
な
り
。
帝
之
を

悔
ゆ
る
も
、
名
籍
已
に
定
ま
る
。
帝
信
を
外
国
に
重
ん
ず
。
故
に

復
た
人
を
更
へ
ず
。
乃
ち
其
の
事
を
窮
案
し
、
画
工
皆
棄
市
せ
ら

る
。
其
の
家
資
を
籍
す
る
に
、
皆
巨
万
な
り
。
画
工
に
杜
陵
の
毛

延
寿
有
り
て
、
人
の
形
を
為
る
に
、
醜
好
老
少
も
、
必
ず
其
の
真

を
得
。
安
陵
の
陳
敞
、
新
豊
の
劉
白
、
龔
寛
、
並
び
に
牛
馬
飛
鳥

を
為
る
に
工
な
る
も
、
亦
人
の
形
の
好
醜
を
肖
ら
せ
て
は
、
延
寿

に
逮お

よ

ば
ず
。
下
杜
の
陽
望
も
亦
画
を
善
く
し
、
尤
も
色
を
布
く
を

善
く
す
。
樊
育
も
亦
色
を
布
く
を
善
く
す
。
日
を
同
じ
く
し
て
棄

市
せ
ら
る
。
京
師
の
画
工
は
是
に
於
い
て
殆
ど
稀
と
な
れ
り
。

	

（
巻
二
）

教
科
書
で
は
画
工
に
つ
い
て
記
し
た
末
尾
部
分
は
省
か
れ
、「
画
工
皆

棄
市
せ
ら
る
」、
も
し
く
は
「
其
の
家
資
を
籍
す
る
に
、
皆
巨
万
な
り
」

ま
で
が
掲
載
さ
れ
る
。

こ
の
『
西
京
雑
記
』
の
一
節
を
読
ん
で
、
王
昭
君
だ
け
が
賄
賂
を
贈

ら
な
か
っ
た
理
由
を
話
し
合
う
課
題
が
示
さ
れ
る
教
科
書
も
あ
る
。

『西京雑記』元禄３年刊（架蔵）
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書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
課
題
の
点
を
含
め
、
相
違
す
る
箇

所
を
以
下
に
掲
げ
る
。

ま
ず
、
宮
中
の
女
性
達
の
絵
を
描
く
目
的
が
異
な
る
。『
西
京
雑
記
』

に
は
「
画
工
を
し
て
形
を
図
せ
し
め
、
図
を
案
じ
て
、
之
を
召
幸
す
」

と
あ
り
、
絵
は
元
帝
の
「
召
幸
」
の
た
め
で
あ
っ
た
も
の
が
後
に
匈
奴

の
妻
選
び
に
転
用
さ
れ
た
の
に
対
し
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
此
ノ
宮

ノ
内
ニ
徒
ニ
多
ク
有
ル
女
ノ
、
形
チ
劣お

と
り

ナ
ラ
ム
ヲ
一
人
、
彼
ノ
胡
国
ノ

者
ニ
可
給
キ
也
」
と
あ
る
よ
う
に
当
初
か
ら
「
胡
国
」
へ
行
く
女
性
を

選
ぶ
た
め
に
描
か
れ
た
。

各
我
モ
我
モ
ト
絵
師
ニ
、
或
ハ
金こ

ん
ご
ん銀

ヲ
与
ヘ
、
或
ハ
余ほ

か

ノ
諸
ノ
財た

か
ら

ヲ
施せ

シ
ケ
レ
バ
、
絵
師
、
其
レ
ニ
耽
テ
、
弊つ

た
な

キ
形
ヲ
モ
吉よ

ク
書
成

シ
テ
持
参
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
中
ニ
王
照
君
ト
云
フ
女
人
有
リ
。

形
チ
美
麗
ナ
ル
事
、
余
ノ
女
ニ
勝
タ
リ
ケ
レ
バ
、
王
照
君
ハ
、
我

ガ
形
ノ
美
ナ
ル
ヲ
憑た

の
みテ

、
絵
師
ニ
財
ヲ
不
与
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
本
ノ

形
ノ
如
ク
ニ
モ
不
書
ズ
シ
テ
、
糸い

ト
賤い

や
し
げ気

ニ
書
テ
持
テ
参
リ
ケ
レ

バ
、「
此
ノ
人
ヲ
可
給
ベ
シ
」
ト
被
定
ニ
ケ
リ
。

女
人
達
が
我
も
我
も
と
賄
賂
を
贈
る
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の

目
的
が
帝
寵
を
受
け
る
た
め
か
、
胡
国
に
遣
ら
れ
な
い
た
め
か
の
違
い

が
あ
る
。
同
じ
結
末
に
な
る
と
は
い
え
、『
西
京
雑
記
』
で
は
絵
を
描
く

二

本
文
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
課
題
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
答
え
方
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、「
王
昭
君
は

誠
実
な
人
で
あ
り
、
不
正
な
手
段
で
美
し
く
描
い
て
も
ら
う
こ
と
は
で

き
な
い
と
考
え
た
か
ら
」
な
ど
、
道
徳
的
立
場
か
ら
の
理
由
が
ま
ず
は

思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
解
釈
に
立
つ
啓
蒙
書

と
し
て
、
た
と
え
ば
高
須
芳
次
郎
『
東
西
名
婦
の
面
影	

金
言
対
照
』（
明

治
四
十
四
年
、
博
文
館
）
に
は
、「
絶
世
の
佳
人
、
君
命
に
従
う
て
匈
奴

の
酋
長
に
嫁
す
（
漢
の
王
昭
君
）」
と
い
う
章
が
あ
る
。

処と
こ
ろ

が
昭
君
は
、
極
め
て
正
直
な
精こ

ゝ
ろ神

を
持
つ
て
居
た
の
で
、
従こ

れ
ま
で来

行
は
れ
た
賄
賂
に
就
て
は
、
余
り
快
く
思
は
な
か
つ
た
と
見
え
て
、

画ゑ
か
き工

へ
一
文
を
も
与
へ
な
か
つ
た
の
で
す

（
注
４
）。

し
か
し
、『
西
京
雑
記
』
に
関
し
て
言
え
ば
、「
極
め
て
正
直
な
精
神
」

に
あ
た
る
記
述
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
読
者
が
『
西
京
雑
記
』

と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
抱
く
王
昭
君
像
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
今

昔
物
語
集
』
巻
十
「
漢
前
帝
后
王
照
君
、
行
胡
国
語
第
五
」

（
注
５
）

に
紹
介
さ

れ
る
王
昭
君
説
話
か
ら
受
け
る
王
昭
君
の
印
象
は
異
な
る
。
す
で
に
諸
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時
点
で
ま
だ
胡
国
の
話
は
持
ち
上
が
っ
て
い
な
い
。「
金
銀
」
や
「
余
ノ

諸
ノ
財
」
の
功
あ
っ
て
、
皆
が
「
吉
ク
書
成
シ
テ
」
も
ら
う
中
で
、
王

昭
君
（
文
中
の
表
記
は
「
王
照
君
」）
一
人
は
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
も
『
西
京
雑
記
』
と
共
通
す
る
が
、
先
に
紹
介
し
た
課
題
に
関

す
る
箇
所
で
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
王
昭
君
の
対
応
を
「
我
ガ
形
ノ
美

ナ
ル
ヲ
憑
テ
絵
師
ニ
財
ヲ
不
与
ザ
リ
ケ
レ
バ
」
と
し
て
お
り
、「
財
」
を

与
え
な
か
っ
た
直
接
の
理
由
を
「
我
ガ
形
ノ
美
ナ
ル
ヲ
憑
テ
」
と
明
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
賄
賂
の
不
正
に
対
す
る
王
昭
君
の
認
識
自

体
は
『
西
京
雑
記
』
の
本
文
に
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
独
り
王
嬙
の
み

肯
ぜ
ず
」
や
「
応
対
を
善
く
し
、
挙
止
閑
雅
な
り
」
と
い
っ
た
表
現
、

あ
る
い
は
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
画
工
達
が
「
棄
市
」（
処
刑
）
さ
れ
た
と

い
う
記
事
か
ら
、
読
者
が
正
義
感
の
強
い
王
昭
君
像
を
推
測
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
せ
よ
、
王
昭
君
の
対
応
に
関
し
て
両
書
の
印
象

は
異
な
る
。
加
え
て
、『
今
昔
物
語
集
』
は
話
の
末
尾
に
「
此
レ
、
形
ヲ

憑
テ
絵
師
ニ
財
ヲ
不
与
ザ
ル
ガ
故
也
ト
ゾ
、
其
ノ
時
ノ
人
謗そ

し
り

ケ
ル
ト
ナ

ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
い
う
評
を
付
し
、
絵
師
に
財
を
与
え
な
か
っ

た
こ
と
が
王
昭
君
の
過
失
と
し
て
人
々
の
非
難
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

賄
賂
行
為
の
善
悪
が
棚
上
げ
さ
れ
た
評
と
言
え
よ
う
。

『
今
昔
物
語
集
』
の
特
徴
と
し
て
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
王
昭

君
が
胡
国
へ
渡
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。『
西
京
雑
記
』
は
後
日
談
と
し

て
、
賄
賂
を
受
け
取
り
処
刑
さ
れ
た
画
工
毛
延
寿
達
に
つ
い
て
述
べ
る

の
に
対
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
の
関
心
は
そ
こ
に
は
な
い
。

遂
ニ
王
照
君
ヲ
胡
国
ノ
者
ニ
給
テ
ケ
レ
バ
、
王
照
君
ヲ
馬
ニ
乗
セ

テ
胡
国
ヘ
将ゐ

て
ゆ
き行

ニ
ケ
リ
。
王
照
君
、
泣
キ
悲
ム
ト
云
ヘ
ド
モ
、
更

ニ
甲
斐
無
カ
リ
ケ
リ
。
亦
、
天
皇
モ
王
照
君
ヲ
恋
ヒ
悲
ビ
給
テ
、

思
ヒ
ノ
余
リ
ニ
、
彼
王
照
君
ガ
居
タ
リ
ケ
ル
所
ニ
行
テ
見
給
ケ
レ

バ
、
春
ハ
柳
、
風
ニ
靡
キ
、
鶯
徒つ

れ
づ
れ〻

ニ
鳴
キ
、
秋
ハ
木
ノ
葉
、
庭

ニ
積
リ
テ
、
檐の

き

ノ
□
隙
無
ク
テ
物
哀
ナ
ル
事
、
云
ハ
ム
方
無
カ
リ

ケ
レ
バ
、
弥い

よ
いヨ

恋
ヒ
悲
ビ
給
ケ
リ
。

画
工
達
の
話
題
に
代
え
て
、
王
昭
君
を
胡
国
に
遣
っ
た
後
の
、
天
皇

の
「
恋
ヒ
悲
ビ
」
に
つ
い
て
記
す
。
画
工
達
の
後
日
談
よ
り
も
、
残
さ

れ
た
天
皇
が
春
の
柳
、
秋
の
木
の
葉
に
「
物
哀
」
を
感
じ
、
王
昭
君
の

こ
と
を
一
層
恋
し
く
思
う
様
子
の
記
述
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
、
残
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
記
す
姿
勢
は
後
に
挙
げ
る
『
俊
頼
髄
脳
』

に
も
見
ら
れ
、
川
口
氏
は
、「
こ
れ
は
元
帝
が
昭
君
の
去
っ
た
あ
と
に
し

の
ぶ
愁
嘆
場
面
で
す
で
に
中
世
説
経
節
的
な
哀
調
に
よ
る
日
本
的
詠
嘆

の
色
彩
が
濃
く
、
楊
貴
妃
を
し
の
ぶ
玄
宗
皇
帝
の
な
げ
き
を
唐
物
語
が

唱
導
的
美
文
で
か
た
る
哀
調
と
共
通
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
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三

こ
こ
で
「
日
本
的
詠
嘆
の
色
彩
」
と
称
さ
れ
る
語
り
方
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
『
源
氏
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
『
今
昔
物

語
集
』
の
よ
う
に
王
昭
君
説
話
そ
の
も
の
を
詳
し
く
語
る
箇
所
は
な
い

が
、
須
磨
巻
に
、
源
氏
が
京
に
い
る
紫
上
の
こ
と
を
案
じ
つ
つ
、
王
昭

君
と
元
帝
に
思
い
を
馳
せ
る
場
面
が
あ
る
。

冬
に
な
り
て
雪
降
り
荒
れ
た
る
こ
ろ
、
空
の
け
し
き
も
こ
と
に
す

ご
く
な
が
め
給
ひ
て
、
琴
を
弾
き
す
さ
び
給
ひ
て
、
良
清
に
歌
う

た
は
せ
、
大
輔
横
笛
吹
き
て
遊
び
給
ふ
。
心
と
ゞ
め
て
あ
は
れ
な

る
手
な
ど
弾
き
た
ま
へ
る
に
、
異
も
の
の
声
ど
も
は
や
め
て
、
涙

を
の
ご
ひ
あ
へ
り
。
む
か
し
胡
の
国
に
遣
は
し
け
む
女
を
お
ぼ
し

や
り
て
、
ま
し
て
い
か
な
り
け
ん
、
こ
の
世
に
わ
が
思
ひ
き
こ
ゆ

る
人
な
ど
を
さ
や
う
に
放
ち
や
り
た
ら
む
こ
と
な
ど
思
ふ
も
、
あ

ら
む
こ
と
の
や
う
に
ゆ
ゆ
し
う
て
、「
霜
の
後
の
夢
。」
と
誦
じ
給

ふ
。

源
氏
が
口
ず
さ
ん
だ
「
霜
の
後
の
夢
」
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
の

「
王
昭
君
」
の
部
立
に
載
る
大
江
朝
綱
（
八
八
六
～
九
五
八
）
の
詩
句
で

あ
る
。胡

角
一
声
霜
の
後
の
夢　
　

漢
宮
万
里
月
の
前
の
腸も

の
お
も
ひ

昭
君
若
し
黄
金
の
賂

ま
ひ
な
ひ

を
贈
ら
ば　
　

定
め
て
是
れ
身
を
終
ふ
る

ま
で
帝
王
に
奉
ぜ
ん

（
注
６
）

源
氏
は
紫
上
と
離
れ
て
過
ご
す
日
々
か
ら
、「
む
か
し
胡
の
国
に
遣
は

し
け
む
女
」、
す
な
わ
ち
王
昭
君
の
こ
と
を
思
う
。
た
だ
し
、
そ
の
感
慨

は
「
こ
の
世
に
わ
が
思
ひ
き
こ
ゆ
る
人
な
ど
を
さ
や
う
に
放
ち
や
り
た

ら
む
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
王
昭
君
を
遠
い
胡
国
に
遣
る
羽
目
に

な
っ
た
元
帝
に
同
情
し
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
見
た
『
今
昔
物
語
集
』

に
お
け
る
帝
の
嘆
き
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
西
京
雑
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
元
帝
は
王
昭
君
と
の
別
れ
に

際
し
て
初
め
て
そ
の
美
し
さ
を
知
っ
た
と
い
う
。
偽
り
の
絵
を
信
じ
た

後
悔
は
あ
る
に
せ
よ
、
源
氏
に
と
っ
て
の
「
わ
が
思
ひ
き
こ
ゆ
る
人
」

で
あ
る
紫
上
と
重
ね
合
わ
せ
る
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然
は
な
い
か
。
原

拠
は
特
定
で
き
な
い
が
、『
経
国
集
』
巻
十
四
所
収
の
小
野
末
嗣
の
詩
句

「
一
朝
寵
を
辞
す
長
沙
の
陌ま

ち　

万
里
愁
へ
て
聞
く
行
路
の
難
」

（
注
７
）

に
詠
ま
れ

る
よ
う
な
、
元
帝
が
王
昭
君
を
鍾
愛
し
て
い
た
と
す
る
異
伝
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
関
連
の
場
面
は
宿
木
巻
に
も
う
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一
例
あ
る
。
そ
こ
で
は
亡
き
大
君
の
人ひ

と
が
た形

を
作
り
絵
に
も
描
い
て
供
養

し
た
い
と
話
す
薫
に
対
し
、
中
君
は
絵
に
つ
い
て
「
黄こ

が
ね金

求
む
る
絵
師

も
こ
そ
な
ど
、
う
し
ろ
め
た
く
ぞ
侍
る
や
」
と
語
り
、
賄
賂
の
黄
金
を

求
め
る
絵
師
が
い
て
は
困
る
と
返
答
す
る
。『
源
氏
物
語
』
が
依
拠
し
た

王
昭
君
説
話
に
も
絵
と
賄
賂
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。

元
帝
が
王
昭
君
を
寵
愛
し
た
と
す
る
異
伝
の
存
在
は
、
先
行
す
る
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
内
侍
督
巻
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
上
原
氏
が
詳
細
に
分

析
し
て
い
る
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
の
受
容

は
そ
の
他
に
も
異
色
の
内
容
を
含
む
。

胡
の
婦め

こ

た
ち
を
、「
む
か
し
唐
土
の
帝
の
戦
に
負
け
た
ま
ひ
ぬ
べ
か

り
け
る
時
、
胡
の
国
の
人
あ
り
て
、
そ
の
戦
を
静
め
た
り
け
る
時
、

天
皇
喜
び
の
き
は
ま
り
な
き
に
よ
り
て
、「
七
の
后
の
中
に
願
ひ
申

さ
む
を
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
七
人
の
后
を
絵
に
描
か
せ
た
ま
ひ
て
、

胡
の
国
の
人
に
選
ば
せ
た
ま
ひ
け
る
中
に
、
す
ぐ
れ
た
る
か
た
ち

あ
り
け
る
。
そ
の
う
ち
に
、
天
皇
思
す
こ
と
盛
り
な
り
け
れ
ば
、

そ
の
身
の
愛
を
頼
み
て
、
こ
こ
ば
く
の
国こ

く
も母

、
夫ぶ

に
ん人

の
中
に
、
わ

れ
一
人
こ
そ
は
す
ぐ
れ
た
る
徳
あ
れ
、
さ
り
と
も
わ
れ
を
武
士
に

賜
ば
む
や
は
の
頼
み
に
、
か
た
ち
描
き
並
ぶ
る
絵
師
に
、
六
人
の

国
母
は
千
両
の
黄
金
を
贈
る
。
す
ぐ
れ
た
る
国
母
は
お
の
が
徳
の

あ
る
を
頼
み
て
贈
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
劣
れ
る
六
人
は
い
と
よ
く
描

き
落
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
る
一
人
を
ば
い
よ
い
よ
描
き
ま
し
て
、

か
の
胡
の
国
の
武
士
に
見
す
る
に
、「
こ
の
一
人
の
国
母
を
」
と
申

す
時
に
、
天
子
は
言
変
へ
ず
、
と
い
ふ
も
の
な
れ
ば
、
え
否
び
ず
、

こ
の
一
人
の
国
母
を
賜
ふ
時
に
、
…
…

七
人
の
后
が
登
場
す
る
点
も
珍
し
い
が
、
傍
線
部
に
「
天
皇
思
す
こ

と
盛
り
な
り
け
れ
ば
、
そ
の
身
の
愛
を
頼
み
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後

に
胡
国
に
赴
く
こ
と
と
な
る
国
母
は
、
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
こ

と
が
語
ら
れ
る

（
注
８
）。『

源
氏
物
語
』
の
例
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
王
昭
君
に

つ
い
て
当
時
そ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、

問
題
の
絵
に
関
し
て
、
通
常
の
王
昭
君
説
話
で
は
一
人
醜
く
描
か
れ
た

王
昭
君
が
匈
奴
の
妻
に
選
ば
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
物
語
で
は
七
人
の

后
の
う
ち
「
劣
れ
る
六
人
は
い
と
よ
く
描
き
落
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
る

一
人
を
ば
い
よ
い
よ
描
き
ま
し
て
」、
最
も
よ
く
描
か
れ
た
国
母
が
選
ば

れ
る
の
で
あ
る
。
寵
愛
を
受
け
て
い
た
は
ず
の
国
母
が
胡
国
に
遣
ら
れ

る
の
は
本
来
辻
褄
が
合
わ
な
い
（
記
述
が
断
片
的
な
の
で
気
づ
き
に
く

い
が
、
こ
の
問
題
は
実
は
『
源
氏
物
語
』
の
王
昭
君
受
容
に
も
言
え
る

こ
と
で
あ
る
）。
そ
れ
で
、
絵
を
見
て
選
ぶ
の
は
帝
側
か
ら
「
胡
の
国
の

武
士
」
に
変
更
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
醜
い
女
性
を
遣
わ
す
と
い
う

帝
の
思
惑
（
た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
其
レ
ヲ
見
テ
、
劣
ナ
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ラ
ム
ヲ
胡
国
ノ
者
ニ
与
ヘ
ム
」）
も
、
最
も
美
し
い
女
性
を
選
ぶ
話
へ
と

改
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
残
さ
れ
る
者
よ
り
も
胡
国
に
赴
く
国
母

自
身
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
点
も
、『
源
氏
物
語
』
や
『
今
昔
物
語

集
』
と
は
異
な
る
。「
胡
笳
の
音
」
へ
の
言
及
か
ら
は
、
音
楽
の
物
語
た

る
『
う
つ
ほ
物
語
』
ら
し
さ
も
う
か
が
え
る
。

国
母
胡
の
国
へ
渡
る
と
て
嘆
く
こ
と
、
胡こ

か笳
の
音
を
聞
き
悲
し
び

て
、
乗
れ
る
馬
の
嘆
く
な
む
、
胡
の
婦
が
出
で
立
ち
な
り
け
る
。

そ
れ
を
聞
く
に
、
獣

け
だ
も
の

の
声
に
あ
ら
じ
か
し
。
そ
れ
を
遊
ば
し
つ

る
御
手
、
二
つ
な
し
。
あ
ら
は
と
も
思
ほ
え
た
つ
れ
」
と
の
た
ま

ふ
ほ
ど
に
、
八
の
拍
に
遊
ば
し
至
る
。
そ
れ
、
か
の
な
ん
風
の
い

へ
の
族ぞ

う

な
り

（
注
９
）け

り
。

そ
し
て
、
国
母
が
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、「
お
の

が
徳
の
あ
る
を
頼
み
て
贈
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
と
あ
る
。
こ
の
「
徳
」
は

天
皇
の
寵
愛
を
得
て
い
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
我
ガ
形
ノ

美
ナ
ル
ヲ
憑
テ
」
と
表
現
は
異
な
っ
て
見
え
る
が
、「
お
の
が
徳
」
と
あ

り
、
自
ら
を
「
恃
む
」
点
に
お
い
て
共
通
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

こ
の
「
寵
愛
」
と
「
徳
」
の
二
点
に
関
し
て
、
後
の
例
だ
が
謡
曲
の

「
昭
君
」
に
は
、

ワ
キ
「
…
…
帝
に
召
さ
れ
て
御
寵
愛
限
り
な
か
り
し
に
、
さ
る
子

細
あ
つ
て
胡
国
の
夷
に
移
さ
れ
て
候
。

地
謡
〽
…
…
似
せ
絵
に
こ
れ
を
あ
ら
は
し
、
中
に
劣
れ
る
様
あ
ら

ば
、
す
な
は
ち
か
れ
を
選
び
て
、
胡
王
の
た
め
に
遣
は
し
、
天
下

の
運
を
鎮
め
ん
と
、
綸
言
あ
ら
せ
給
へ
ば
、
…
…

地
謡
〽
…
…
中
に
も
昭
君
は
、
並
ぶ
方
な
き
美
人
に
て
、
帝
の
覚

え
た
り
し
な
り
。
そ
れ
を
頼
め
る
故
や
ら
ん
、
た
だ
う
ち
と
け
て

あ
り
し
に
、
画
図
に
写
せ
る
面
影
の
、
あ
ま
り
賤
し
く
見
え
し
か

ば
、
さ
こ
そ
は
寵
愛
、
は
な
は
だ
し
し
と
は
申
せ
ど
も
、
…
…）

（注

（
注

と
あ
り
、
美
し
さ
ゆ
え
に
帝
に
寵
愛
さ
れ
、
そ
れ
を
頼
み
に
し
て
賄
賂

を
贈
ら
な
か
っ
た
た
め
に
賤
し
く
描
か
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。『
源
氏

物
語
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
王
昭
君
理
解
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
言
え

よ
う
。
こ
こ
に
も
先
に
指
摘
し
た
矛
盾
は
あ
る
の
だ
が
、
絵
を
選
ぶ
過

程
に
は
帝
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、「
君
子
に
私
の
、
言
葉
な
し
と
や
お
ぼ

し
け
ん
」
と
諦
め
て
決
定
を
覆
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
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四

自
ら
の
美
し
さ
、
お
よ
び
徳
を
恃
む
王
昭
君
の
姿
を
見
て
き
た
が
、

こ
こ
で
『
西
京
雑
記
』
に
立
ち
戻
り
た
い
。「
漢
魏
叢
書
」
所
収
の
『
西

京
雑
記
』
は
冒
頭
に
掲
げ
た
和
刻
本
と
同
文
だ
が
、
盧
文
弨
校
刊
「
抱

経
堂
叢
書
」
を
底
本
と
す
る
『
訳
注
西
京
雑
記
・
独
断
』）

（（

（
注

を
確
認
す
る

と
、
王
昭
君
が
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
箇
所
の
本
文
は
、

「
独
り
王
嬙
の
み
自
ら
容
貌
を
恃
み
、
与
う
る
を
肯
ん
ぜ
ざ
れ
ば
（
獨
王

嬙
自
恃
容
貌
、
不
肯
與
）」
で
あ
る
。
和
刻
本
や
教
科
書
の
「
獨
王
嬙
不

肯
」
と
比
べ
る
と
、「
自
恃
容
貌
」
の
四
字
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
注
釈
書
が
底
本
と
す
る
劉
歆
撰
『
抱
経
堂
叢
書　

西
京
雑
記
』

（「
原
刻
景
印　

百
部
叢
書
集
成
」
に
よ
る
）
の
本
文
は
た
し
か
に
「
獨

王
嬙
自
恃
容
貌
不
肯
與
」
で
あ
り
、
注
記
に
「
旧
本
作
王
嬙
不
肯
遂
不

得
見
今
従
楽
府
解
題
増
正
」
と
あ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
通
行
本
文
と
の

異
同
に
言
及
す
る
。

今
日
、『
西
京
雑
記
』
を
読
む
と
き
は
、
大
方
に
お
い
て
「
獨
王
嬙
不

肯
」
と
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
同

じ
『
西
京
雑
記
』
で
も
、
も
し
「
自
恃
容
貌
」
の
四
字
を
備
え
た
テ
キ

ス
ト
に
即
し
て
先
の
教
科
書
の
課
題
に
臨
む
な
ら
、
自
ず
と
答
え
方
も

異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
読
者
の
王
昭
君
像
に
変
化
を
も

た
ら
す
一
句
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
自
ら
容
貌
を
恃
む
」
も
う
一
つ
の
王
昭
君
像
こ
そ
、

こ
れ
ま
で
に
見
た
王
昭
君
説
話
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。『
今
昔
物
語

集
』
の
表
現
は
「
我
ガ
形
ノ
美
ナ
ル
ヲ
憑
テ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い

起
こ
し
た
い
。
こ
れ
は
『
西
京
雑
記
』
の
「
自
ら
容
貌
を
恃
ん
で
」
と

対
応
す
る
表
現
と
言
え
よ
う
。

先
の
注
記
に
「
今
従
楽
府
解
題
増
正
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
唐
の

呉ご
き
ょ
う兢

（
六
七
〇－

七
四
九
）
撰
の
『
楽
府
古
題
要
解
』
に
は
「
一
説
」

と
し
て
、
全
く
の
同
文
で
は
な
い
も
の
の
『
西
京
雑
記
』
の
内
容
が
引

か
れ
る
。
享
保
十
七
（
一
七
三
二
）
年
刊
本
に
よ
り
訓
読
す
る
。「
津
逮

秘
書
」
と
「
学
津
討
源
」
の
本
文
も
併
せ
て
確
認
し
た
。

右
旧
史
、
王
嬙
字
は
昭
君
、
漢
元
帝
の
時
、
匈
奴
入
朝
す
。
詔
し

て
嬙
を
以
て
之
に
配
す
。
胡
閼
氏
と
号
す
。
一
説
に
漢
元
帝
の
後

宮
既
に
多
く
し
て
、
常
に
は
見
る
こ
と
を
得
ず
。
乃
ち
画
工
を
し

て
其
形
を
図
せ
し
め
、
図
を
案
じ
て
、
召
幸
す
。
宮
人
皆
画
工
に

賂
ふ
。
多
き
者
は
十
万
、
少
き
者
も
亦
五
万
に
減
ぜ
ず
。
昭
君
自

ら
容
貌
を
恃
ん
で
（
自
恃
容
貌
）
独
り
與
ふ
る
を
肯
ぜ
ず
。
工
人

乃
ち
醜
く
之
を
図
す
。
遂
に
見
る
こ
と
を
得
ず
。
…
…
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そ
こ
に
は
、「
抱
経
堂
叢
書
」
と
同
様
に
「
自
恃
容
貌
」
の
四
字
が
あ

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
、
宋
の
郭か

く

茂も
せ
ん倩

編
『
楽
府
詩
集
』
巻

二
十
九）

（注

（
注

に
「
王
明
君
」（
文
帝
司
馬
昭
の
諱
に
触
れ
る
た
め
「
明
」
に
改

め
ら
れ
た
文
献
も
散
見
す
る
）
の
解
題
と
し
て
『
唐
書
』
楽
志
の
次
に

『
西
京
雑
記
』
が
引
か
れ
る
。
そ
の
本
文
に
も
「
自
恃
容
貌
」
の
四
字
が

あ
る
。

ま
た
、
日
本
に
お
け
る
『
西
京
雑
記
』
受
容
の
例
と
し
て
、
時
代
は

下
る
が
室
町
期
の
成
立
と
見
ら
れ
る
『
漢
故
事
和
歌
集
』
が
知
ら
れ
、

肥
前
島
原
の
松
平
文
庫
本
（
近
世
前
期
写
）
に
よ
れ
ば
、

宮
人
皆
画
工
に
賂
ふ
。
多
き
者
は
十
万
、
少
き
者
も
五
万
に
減
ぜ

ず
。
昭
君
自
ら
其
の　　

を
恃
ん
で
（
自
恃
其　　

）
独
り
与
へ
ず
。

と
い
う
『
西
京
雑
記
』
の
引
用
が
あ
る
（
原
漢
文
））

（注

（
注

。
中
世
に
お
け
る

『
西
京
雑
記
』
の
本
文
が
「
自
恃
其

」
の
四
字
を
持
っ
て
い
た
一
例
と

な
ろ
う
。

『
西
京
雑
記
』
以
外
の
漢
籍
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
も
い
く
つ
か
確
認

し
て
お
き
た
い
。
魏
晋
南
朝
の
劉
義
慶
編
『
世
説
新
語
』
の
王
昭
君
（
王

明
君
）
説
話
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

漢
の
元
帝
、
宮
人
既
に
多
し
。
乃
ち
画
工
を
し
て
之
を
図
か
し
め
、

呼
ぶ
有
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
輒
ち
図
を
披
い
て
之
を
召
す
。
其

の
中
の
常
な
る
者
は
、
皆
貨
賂
を
行
ふ
。
王
明
君
姿
容
甚
だ
麗
し

く
、
志
苟
も
求
め
ず
。
工
遂
に
毀こ

ぼ

ち
て
其
の
状
を
為
す
。
後
匈
奴

来
り
和
し
、
美
女
を
漢
帝
に
求
む
。
帝
、
明
君
を
以
て
行
に
充
つ
。

既
に
召
見
し
て
之
を
惜
し
む
。
但
だ
名
字
已
に
去
り
、
中
ご
ろ
改

め
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
是
に
於
い
て
遂
に
行や

る
）
（注

（
注

。

「
王
明
君
姿
容
甚
だ
麗
し
く
、
志
苟
も
求
め
ず
」
の
箇
所
を
、「
新
釈

漢
文
大
系
」
は
「
王
明
君
は
容
姿
が
は
な
は
だ
美
し
か
っ
た
の
で
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
ま
で
も
君
寵
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」

と
訳
す
。
こ
こ
で
の
賄
賂
の
目
的
は
『
西
京
雑
記
』
と
同
じ
く
「
君
寵
」

『楽府古題要解』享保17年刊（架蔵）
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で
あ
っ
て
、
匈
奴
の
話
が
持
ち
上
が
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。「
王
明
君
姿

容
甚
だ
麗
し
く
、
志
苟
も
求
め
ず
」
は
『
西
京
雑
記
』
と
内
容
は
類
似

す
る
も
の
の
、『
西
京
雑
記
』
の
「
自
ら
容
貌
を
恃
み
て
」
と
い
っ
た
表

現
は
な
い
。

唐
代
の
類
書
『
類
林
』）

（注

（
注

の
敦
煌
本
に
は
、「
昭
君
自
ら
端
美
を
恃
み
て

（
昭
君
自
恃
端
美
）、
画
工
に
求
め
ず
」）

（注

（
注

と
い
う
一
節
が
あ
り
、『
類
林
』

の
改
編
本
と
さ
れ
る
『
琱
玉
集
』
に
は
、

昭
君
自
ら
美
麗
な
る
を
以
て
（
昭
君
自
以
美
麗
）
画
師
に
求
め
ず
。

画
師
乃
ち
昭
君
を
図
し
て
拙
と
為
す）

（注

（
注

。

と
あ
っ
て
、「
恃
み
て
」
は
「
以
て
」
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
王

昭
君
説
話
の
受
容
に
際
し
、
特
定
の
漢
籍
一
書
の
直
接
的
な
影
響
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
説
話
に
限
ら
ず
詩
や
史
書
な
ど
も

含
め
た
複
合
的
な
情
報
源
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
一
つ

の
手
が
か
り
と
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
自
負
の
言
葉

は
や
は
り
「
自
ら
容
貌
を
恃
み
て
」
の
一
句
と
の
接
触
を
思
わ
せ
る
の

で
あ
る
。

五

次
に
、
和
歌
を
伴
う
王
昭
君
説
話
の
受
容
と
し
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
に

つ
い
て
述
べ
る
。
源
俊
頼
は
ま
ず
懐
円
法
師
と
赤
染
衛
門
の
歌
二
首
を

掲
げ
、
そ
の
解
説
と
し
て
王
昭
君
説
話
に
触
れ
る
。

み
る
た
び
に
か
が
み
の
か
げ
の
つ
ら
き
か
な
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
か

か
ら
ま
し
や
は

な
げ
き
こ
し
道
の
露
に
も
ま
さ
り
け
り
な
れ
に
し
さ
と
を
こ
ふ
る

涙
は）

（注

（
注

歌
に
続
き
、「
こ
の
歌
、
懐
円
と
赤
染
と
が
、
王
昭
君
を
詠
め
る
歌
な

り
」
か
ら
説
話
の
紹
介
が
始
ま
る
。
唐
土
の
帝
の
後
宮
に
は
四
五
百
人

の
女
性
が
仕
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
え
び
す
の
や
う
な
る
も
の
」
か
ら

そ
の
内
の
一
人
を
賜
り
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
る
。
そ
こ
で
帝
は
、「
み

づ
か
ら
御
覧
じ
て
、
そ
の
人
を
、
さ
だ
め
さ
せ
給
ふ
べ
け
れ
ど
、
人
々

の
多
さ
に
、
思
し
召
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
絵
師
を
召
し
て
、「
こ
の
人
々
の

か
た
、
絵
に
画
き
う
つ
し
て
参
れ
」
と
」
命
ず
。
絵
に
描
く
目
的
が
当

初
か
ら
「
え
び
す
の
や
う
な
る
も
の
」
へ
の
対
応
で
あ
る
点
は
『
今
昔

物
語
集
』
と
通
じ
、
時
期
と
し
て
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
先
立
つ
。
た
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だ
し
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
「
か
の
、
え
び
す
の
や
う
な
る
物
と
申
す

は
、
胡
の
国
の
み
か
ど
の
、「
わ
が
国
に
は
よ
き
女
の
な
き
に
、
容
姿
よ

か
ら
む
人
賜
は
ら
む
」
と
申
し
け
る
と
も
、
申
し
け
る
文
あ
り
と
ぞ
」

と
も
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
見
ら
れ
た
型
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
実
際
の
選
び
方
は
「
胡
の
国
の
み
か
ど
」
の
希
望

通
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

以
下
は
そ
れ
に
続
く
場
面
で
あ
る
。

わ
れ
も
わ
れ
も
と
思
う
て
、
お
の
お
の
、
こ
が
ね
を
と
ら
せ
、
そ

れ
な
ら
ぬ
も
の
を
も
と
ら
せ
け
れ
ば
、
い
と
し
も
な
き
容か

た
ち姿

を
も
、

よ
く
画
き
な
し
て
、
持
て
き
た
り
け
る
に
、
王
昭
君
と
い
ふ
人
の
、

容
姿
の
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
、
め
で
た
か
り
け
る
を
た
の
み
て
、

絵
師
に
、
物
を
も
、
心
ざ
さ
ず
し
て
、
う
ち
ま
か
せ
て
画
か
せ
け

れ
ば
、
本も

と

の
か
た
ち
の
や
う
に
は
画
か
で
、
い
と
あ
や
し
げ
に
、

画
き
て
持
て
参
り
け
れ
ば
、
こ
の
人
を
給
ぶ
べ
き
に
さ
だ
め
ら
れ

ぬ
。

王
昭
君
が
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
の
場
面
は
多
く
の
王
昭

君
説
話
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
は
特
に
傍
線
部
の
表
現
が
、『
今

昔
物
語
集
』
の
「
我
ガ
形
ノ
美
ナ
ル
ヲ
憑
テ
」
と
通
じ
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
詩
歌
の
注
釈
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
と
し
て
は
、『
和
漢
朗
詠

抄
注
（
永
済
注
）』（
鎌
倉
初
期
頃
成
立
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。『
和
漢
朗
詠

集
』
に
は
「
王
昭
君
」
の
部
立
が
あ
る
こ
と
を
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ

の
中
に
、

三
千
人
、
ワ
レ
モ
〳
〵
ト
、
サ
マ
〳
〵
ノ
タ
カ
ラ
ヲ
、
画
工
ニ
ト

ラ
セ
テ
、
カ
タ
チ
ヲ
ヨ
ク
カ
ヽ
セ
ケ
ル
ニ
、
王
照
君
ハ
、
ワ
ガ
ヽ

タ
チ
ヲ
タ
ノ
ミ
テ
、
ソ
ノ
マ
ヒ
ナ
ヒ
ヲ
、
セ
ザ
リ
ケ
レ
ハ
、
画
工

コ
コ
ロ
エ
ス
思
ヒ
テ
、
照
君
カ
ヽ
タ
チ
ヲ
、
ミ
ニ
ク
キ
サ
マ
ニ
、

カ
キ
テ
ケ
リ）

（注

（
注

。

と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
。「
ワ
ガ
ヽ
タ
チ
ヲ
タ
ノ
ミ
テ
」
も
ま
た
、
こ

れ
ま
で
に
挙
げ
た
「
恃
む
」
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。

『
俊
頼
髄
脳
』
の
続
き
の
場
面
だ
が
、
胡
国
へ
行
く
王
昭
君
を
恋
し
く

思
う
帝
の
描
写
は
「
残
さ
れ
た
者
の
物
語
」
を
思
わ
せ
る
が
、「
み
か

ど
、
恋
し
さ
に
、
思
し
召
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
の
王
昭
君
が
居
た
り
け

る
所
を
、
御
覧
じ
け
れ
ば
、
春
は
柳
、
風
に
な
び
き
、
う
ぐ
ひ
す
、
つ

れ
づ
れ
に
て
、
秋
は
、
木
の
葉
に
つ
も
り
て
、
軒
の
し
の
ぶ
、
隙
な
く

て
、
い
と
ど
、
も
の
哀
な
る
事
か
ぎ
り
な
し
」
と
い
う
箇
所
な
ど
は
『
今

昔
物
語
集
』
と
酷
似
し
て
お
り
、
影
響
関
係
も
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
後
に
よ
う
や
く
歌
へ
の
言
及
が
あ
る
の
だ
が
、
二
首
並
ぶ
う
ち
、

問
題
に
な
る
の
は
一
首
目
の
懐
円
法
師
の
歌
で
あ
る
。「
も
の
哀
な
る
事
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か
ぎ
り
な
し
」
に
続
け
て
、

こ
の
心
を
詠
め
る
歌
な
り
。
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
と
詠
め
る
は
、
わ

ろ
か
ら
ま
し
か
ば
た
の
ま
ざ
ら
ま
し
、
と
詠
め
る
な
り
。

と
の
注
釈
が
あ
る
。

こ
の
歌
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
七
、
雑
三
に
以
下
の
よ
う
な
並

び
で
赤
染
衛
門
の
歌
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

王
昭
君
を
よ
め
る	

赤
染
衛
門

な
げ
き
こ
し
道
の
露
に
も
ま
さ
り
け
り
な
れ
に
し
里
を
恋
ふ
る
な

み
だ
は	

僧
都
懐
寿

思
ひ
き
や
古
き
み
や
こ
を
た
ち
は
な
れ
こ
の
国
人
に
な
ら
む
も
の

と
は	
懐
円
法
師

見
る
か
ら
に
鏡
の
影
の
つ
ら
き
か
な
か
ゝ
ら
ざ
り
せ
ば
か
ゝ
ら
ま

し
や
は）

注注

（
注

初
句
は
「
見
る
か
ら
に
」
と
な
っ
て
お
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
は
異
同

が
あ
る
。

こ
の
歌
の
下
句
、「
か
ゝ
ら
ざ
り
せ
ば
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
」
が
何
を
意

味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
俊

頼
は
「
わ
ろ
か
ら
ま
し
か
ば
た
の
ま
ざ
ら
ま
し
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
。

「
わ
ろ
か
ら
ま
し
か
ば
」
は
も
し
自
分
の
姿
が
醜
か
っ
た
な
ら
と
い
う
仮

定
で
あ
り
、「
た
の
ま
ざ
ら
ま
し
」
は
、「
容
姿
の
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
、

め
で
た
か
り
け
る
を
た
の
み
て
」
の
「
恃
む
」
で
あ
る
。
岡
﨑
真
紀
子

氏
は
、「『
俊
頼
髄
脳
』
の
解
釈
で
ゆ
く
と
、
鏡
の
前
で
美
貌
に
自
惚
れ

て
い
る
驕
慢
さ
、
王
昭
君
の
思
い
上
り
が
、
こ
の
歌
か
ら
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
」
と
述
べ
る）

注（

（
注

。
ま
た
、『
八
代
集
抄
』
は
「
下
句
両
説
也
。
か
く

美
色
な
ら
ず
ば
、
か
く
絵
に
悪
く
か
ゝ
れ
て
、
胡
国
に
ゆ
か
ん
や
と
也
。

又
胡
国
に
て
鏡
を
み
て
、
か
く
こ
ゝ
に
来
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
か
く
お
と

ろ
へ
ま
し
や
は
と
也
」
と
注
し
て
い
る
。「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
の

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
、「
見
る
に
つ
け
鏡
に
映
る
わ
が
面
影
が
つ
ら
い

な
あ
。
私
が
こ
の
よ
う
に
美
し
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
運

命
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
」
と
解
し
て
い
る
。
下
句
の
解
釈
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
が
、
上
句
に
つ
い
て
は
概
ね
俊
頼
の
「
わ
ろ
か
ら
ま
し
か
ば
」

に
近
い
意
に
と
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
和
泉
古
典
叢
書
」
に
お
い
て
川
村
晃
生
氏
は
、
こ

の
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
王
昭
君
」
に
載
る
白
楽
天
の
詩
に
「
愁

苦	
辛
勤	

憔
悴
し
尽
く
し　

如
今	

却
っ
て
画が

と図
の
中
に
似
る
」）

注注

（
注

と
あ
る

の
に
拠
る
と
し
、
胡
国
で
容
色
の
衰
え
た
王
昭
君
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
も

の
と
と
ら
え
る
。
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見
る
都
度
鏡
の
我
が
姿
が
堪
え
難
い
よ
、
こ
ん
な
所
に
来
な
け
れ

ば
こ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
に
。	

こ
れ
は
、『
八
代
集
抄
』
が
紹
介
す
る
「
両
説
」
の
う
ち
の
第
二
案
で

あ
る
。『
文
華
秀
麗
集
』
所
収
の
嵯
峨
天
皇
の
詩
に
も
「
沙
漠
は
蝉せ

ん

鬢び
ん

を

壊や
ぶ

り　

風
霜
は
玉
顔
を
残そ

こ
な

ふ
」）

注注

（
注

の
句
が
あ
り
、
王
昭
君
の
容
貌
の
衰
え

は
平
安
朝
の
漢
詩
に
お
い
て
も
詠
ま
れ
て
い
る）

注注

（
注

。

田
中
幹
子
「
漢
詩
・
朗
詠
の
伝
承
と
王
昭
君
説
話
―
「
み
る
か
ら

に
鏡
の
影
の
つ
ら
き
か
な
」
歌
の
背
景
と
変
遷
」）

注注

（
注

は
川
村
氏
の
立
場
を

受
け
つ
つ
、
先
に
挙
げ
た
小
野
末
嗣
詩
の
別
の
一
節
、「
料
り
識
る
腰
囲

の
昔
日
よ
り
損
ず
る
を　

何
ぞ
毎つ

ね

に
鏡
中
に
向
つ
て
看
る
を
労
せ
む
」

に
お
け
る
鏡
の
要
素
も
分
析
し
た
上
で
、
王
昭
君
が
絵
に
醜
く
描
か
れ

た
こ
と
を
「
か
か
ら
ま
し
や
は
」
で
は
な
く
「
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
」
の

「
か
か
ら
」
が
指
す
も
の
と
解
し
、
下
句
を
以
下
の
よ
う
に
通
釈
す
る
。

今
鏡
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
醜
い
姿
と
そ
っ
く
り
な
絵
姿
に
あ
の

時
描
か
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
偽
り
の
絵
姿
と
同
じ
こ
の
様
な
姿

に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
、
い
や
決
し
て
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
私

は
美
し
い
ま
ま
で
い
ら
れ
た
の
に
）。

三
村
友
希
「
鏡
の
中
の
大
君
―
結
ば
れ
ぬ
理
由
と
王
昭
君
伝
承

―
」）

注注

（
注

も
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
鏡
」
の
分
析
の
中
で
田
中
氏
の

解
釈
を
引
き
、「
自
分
の
容
貌
の
衰
え
を
「
見
る
」
女
主
人
公
」
と
し
て

こ
の
歌
の
王
昭
君
を
位
置
づ
け
る
。

私
も
、
こ
こ
で
鏡
に
映
る
王
昭
君
の
姿
は
、
詩
で
の
詠
ま
れ
方
を
引

き
継
い
だ
も
の
と
解
し
た
上
で
、
三
村
氏
が
着
目
す
る
よ
う
に
、
こ
の

歌
に
「
鏡
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
考
え
る
。

上
句
の
「
み
る
た
び
に
か
が
み
の
か
げ
の
つ
ら
き
か
な
」
は
、
王
昭
君

の
美
醜
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
「
鏡
に
映
っ
た
」
姿
で
あ
る
こ
と
も
伝

え
て
い
る
。
か
つ
て
美
し
く
映
し
た
鏡
は
、
今
は
そ
の
姿
を
「
み
る
た

び
に
」
醜
く
、
そ
し
て
正
し
く
映
し
出
す
。

詩
の
影
響
に
関
し
て
、
上
述
し
た
大
江
朝
綱
の
詩
を
思
い
起
こ
し
た

い
。

胡
角
一
声
霜
の
後
の
夢　
　

漢
宮
万
里
月
の
前
の
腸

昭
君
若
し
黄
金
の
賂
を
贈
ら
ば　
　

定
め
て
是
れ
身
を
終
ふ
る
ま

で
帝
王
に
奉
ぜ
ん

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
先
に
紹
介
し
た
『
和
漢
朗
詠
抄
注
（
永
済
注
）』

は
以
下
の
よ
う
に
訓
み
、
注
し
て
い
る
。

照
君
若
し
黄
金
の
賂
を
贈
ら
ま
し
か
ば　
　

定
て
是
れ
身
を
終
ふ
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ま
で
帝
王
に
ぞ
奉

つ
か
ま
つ

ら
ま
し

意
ハ
、
照
君
モ
、
金
ヲ
モ
テ
、
画
工
ニ
マ
ヒ
ナ
ヒ
ヲ
ヲ
ク
ラ
マ
シ

カ
ハ
、
ミ
、
ヲ
ハ
ル
マ
テ
、
キ
ミ
ニ
ソ
、
ツ
カ
ヘ
タ
テ
マ
ツ
ラ
マ

シ
。
カ
ヽ
ル
ウ
キ
メ
ヲ
ハ
、
ミ
サ
ラ
マ
シ
ト
云
也
。

懐
円
の
頃
の
訓
み
は
定
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
詩
の

反
実
仮
想
は
、
王
昭
君
説
話
の
最
も
基
本
的
な
枠
組
み
を
と
ら
え
た
も

の
と
言
え
る
。
歌
の
下
句
「
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
か
か
ら
ま
し
や
は
」
は
、

源
氏
も
口
ず
さ
ん
だ
こ
の
詩
の
枠
組
み
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。「
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
」
と
「
照
君
若
し
黄
金
の
賂
を
贈
ら
ま
し
か

ば
」、「
か
か
ら
ま
し
や
は
」
と
「
定
て
是
れ
身
を
終
ふ
ま
で
帝
王
に
ぞ

奉
ら
ま
し
」
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
考
え
れ
ば
、
二
つ
の
「
か
か
ら
」

が
指
し
示
す
の
は
反
実
仮
想
を
反
転
さ
せ
た
事
態
、
す
な
わ
ち
、
王
昭

君
が
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
胡
国
へ
遣
ら

れ
る
憂
き
目
に
遭
う
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
、
以
下
の
よ
う
に
解
し
て

お
く
。見

る
に
つ
け
鏡
に
映
る
わ
が
身
の
衰
え
た
面
影
が
辛
い
こ
と
よ
。

自
分
の
美
し
さ
を
恃
ん
で
賄
賂
を
拒
ん
だ
り
し
な
け
れ
ば
、
胡
国

に
遣
ら
れ
こ
の
よ
う
な
姿
に
な
る
は
ず
は
な
か
っ
た
の
に
。

六

自
分
を
恃
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
姿
を
正
し
く
映
す
は
ず
の
「
鏡
」

を
信
じ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
鏡
」
の
役
割
を
よ
り
積

極
的
に
取
り
入
れ
た
王
昭
君
説
話
が
『
唐
物
語
』
の
二
十
五
段
で
あ
る
。

む
か
し
漢
の
文
帝
と
申
御
か
ど
お
は
し
ま
し
け
り
。
三
千
人
の
女

御
き
さ
き
の
な
か
に
王
照
君
と
き
こ
ゆ
る
ひ
と
な
ん
、
は
な
や
か

な
る
事
は
だ
れ
に
も
す
ぐ
れ
給
へ
り
け
る
を
、「
こ
の
人
み
か
ど
に

ま
ぢ
か
く
む
つ
れ
つ
か
う
ま
つ
ら
ば
、
我
ら
さ
だ
め
て
物
の
か
ず

な
ら
じ
」
と
、
あ
ま
た
の
御
こ
ゝ
ろ
に
い
や
ま
し
く
お
ぼ
し
け
り
。

こ
の
時
に
え
び
す
の
王
な
り
け
る
も
の
ま
い
り
て
申
さ
く
、「
三
千

人
ま
で
さ
ぶ
ら
ひ
あ
ひ
給
へ
る
女
御
き
さ
き
、
い
づ
れ
に
て
も
ひ

と
り
た
ま
は
ら
ん
」
と
申
に
、
う
へ
み
づ
か
ら
御
覧
じ
つ
く
さ
ん

事
も
わ
づ
ら
ひ
有
け
れ
ば
、
そ
の
か
た
ち
を
ゑ
に
か
き
て
見
給
に
、

人
の
を
し
へ
に
や
あ
り
け
ん
、
こ
の
王
照
君
の
か
た
ち
を
な
ん
み

に
く
き
さ
ま
に
な
む
う
つ
し
た
り
け
れ
ば
、
…
…）

注注

（
注

『
唐
物
語
』
の
特
徴
と
し
て
、
今
日
伝
わ
る
王
昭
君
説
話
の
要
と
言
え

る
賄
賂
の
話
が
出
て
こ
な
い
。「
え
び
す
の
王
」
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
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理
由
は
「
人
の
を
し
へ
に
や
あ
り
け
ん
」、
す
な
わ
ち
絵
師
に
対
す
る
何

者
か
の
教
唆
と
記
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
近
く
に
は
、
王
昭
君
の
群
を
抜

い
た
美
し
さ
に
周
り
の
「
女
御
き
さ
き
」
達
が
「
あ
ま
た
の
御
こ
ゝ
ろ

に
い
や
ま
し
く
（
厭
わ
し
く
）
お
ぼ
し
け
り
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
仕

業
で
あ
ろ
う
。
絵
師
が
醜
く
描
い
た
の
は
嫉
妬
が
原
因
で
あ
る
。
こ
の

文
章
全
体
に
わ
た
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
お
け
る
桐
壺
更
衣
へ

の
嫌
が
ら
せ
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
桐
壺
巻
を
下
敷
き
に
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

注注

（
注

。

物
語
に
は
続
け
て
王
昭
君
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。

う
き
世
ぞ
と
か
つ
は
し
る
〳
〵
は
か
な
く
も
か
ゞ
み
の
か
げ
を
た

の
み
け
る
か
な

と
あ
っ
て
、「
こ
の
人
は
か
ゞ
み
の
か
げ
の
く
も
り
な
き
を
の
み
た
の
み

て
、
ひ
と
の
心
の
に
ご
れ
る
を
し
ら
ず
」
と
い
う
評
で
話
が
結
ば
れ
る
。

こ
こ
に
も
諸
書
に
見
ら
れ
た
「
た
の
み
て
」
の
語
が
あ
っ
て
、
語
り
方

の
定
型
を
ふ
ま
え
る
。「
か
ゞ
み
の
か
げ
の
く
も
り
な
き
を
の
み
た
の
み

て
」
と
は
、
鏡
が
真
実
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す
こ
と
を
恃
ん

だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
鏡
に
映
る
美
し
い
自
ら
の
姿
を
恃
ん
だ
の

で
あ
る
。
王
昭
君
は
「
ひ
と
の
心
の
に
ご
れ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
不

正
に
醜
く
描
い
た
り
そ
れ
を
教
唆
す
る
よ
う
な
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
。

だ
が
、
絵
師
の
描
い
た
王
昭
君
の
姿
は
、
曇
り
の
な
い
鏡
が
映
し
出
す

像
と
は
程
遠
い
、
偽
り
で
歪
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
鏡

=

真
、
絵=

偽
」
の
関
係
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
対
応
関
係
は

後
に
、『
夫
木
和
歌
抄
』
雑
部
十
七
の
、

王
昭
君
と
い
ふ
こ
と
を	

権
僧
正
公き

ん

朝あ
さ

し
ら
ざ
り
き
鏡
の
影
を
た
の
み
て
も
う
つ
し
か
へ
け
る
筆
の
跡
ま

で）
注注

（
注

と
い
う
歌
に
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
歌
で
示
さ
れ
る
の
は
先
の
懐
円
の
歌
と
同
様
に
王
昭
君

の
述
懐
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
元
帝
の
心
情
を
察
す
る
『
今
昔
物
語
集
』

や
『
源
氏
物
語
』
と
は
一
線
を
画
す
。『
唐
物
語
』
所
収
の
説
話
は
一
貫

し
て
王
昭
君
の
物
語
で
あ
り
、
い
わ
ば
烈
女
伝
の
構
成
で
あ
る
。
王
昭

君
を
得
た
「
え
び
す
の
王
」
の
喜
び
は
語
ら
れ
る
が
、
残
さ
れ
た
元
帝

の
描
写
は
な
い
。
詩
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
鏡
が
こ
の
歌
を
通
し
て
説
話

の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
真
実
の
人
と
し
て
の
王
昭
君
像
が

切
り
開
か
れ
る
。「
恃
む
」
対
象
が
自
ら
の
美
し
さ
そ
の
も
の
か
ら
「
か
ゞ

み
の
か
げ
の
く
も
り
な
き
を
の
み
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
示
唆
的
で

あ
る
。

「
自
恃
容
貌
」
の
王
昭
君
像
の
裾
野
は
広
く
、『
前
太
平
記
』（
元
禄
初
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年
頃
刊
）
の
巻
第
三
「
将
門
奢
侈
事	

付
王
昭
君
事
」
に
は
「
我
が
姿
の

勝
れ
た
る
を
や
憑
ま
れ
け
ん
、
彼
の
画
工
に
少
し
も
賂
し
給
は
ず
」）

注注

（
注

と

い
う
一
節
が
あ
り
、『
傾
城
王
昭
君
』（
元
禄
十
四
（
一
七
〇
一
）
年
初

演
）
に
も
、「
其
の
か
み
唐
土
の
王
昭
君
、
す
で
に
胡
国
へ
捕
は
れ
し

も
、
我
が
麗
は
し
き
形
を
頼
み
、
画
工
に
事
を
つ
く
ろ
は
ね
ば
、
画
姿

故
に
胡
の
国
へ
赴
き
た
り
し
物
語
」）

注（

（
注

と
あ
る
。

一
方
の
、「
か
ゞ
み
の
か
げ
の
く
も
り
な
き
を
の
み
た
の
み
て
」（『
唐

物
語
』）
と
い
う
王
昭
君
像
の
追
跡
は
ま
だ
十
分
に
果
た
せ
て
い
な
い

が
、
謡
曲
「
昭
君
」
の
末
尾
に
も
「
曇
ら
ぬ
人
の
心
こ
そ
、
ま
こ
と
を

映
す
鏡
な
れ
」
と
あ
り
、『
唐
物
語
』
に
通
じ
る
一
節
が
含
ま
れ
る
。
鏡

を
恃
む
こ
と
は
、
そ
こ
に
映
る
自
ら
の
美
し
さ
を
恃
む
こ
と
と
実
は
根

底
で
重
な
っ
て
お
り
、
鏡
の
モ
チ
ー
フ
は
「
自
恃
容
貌
」
の
王
昭
君
像

に
「
曇
ら
ぬ
人
の
心
」
と
い
う
美
徳
を
加
え
た
。
王
昭
君
説
話
に
こ
う

し
た
役
割
で
の
鏡
が
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
い
中
、
そ
の
美
徳
が
後
の

「
昭
君
は
、
極
め
て
正
直
な
精
神
を
持
つ
て
居
た
の
で
」（『
東
西
名
婦
の

面
影	

金
言
対
照
』）
と
い
っ
た
教
科
書
的
な
王
昭
君
理
解
に
ど
の
よ
う

に
接
続
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い）

注注

（
注

。

注

注
１	

岩
波
文
庫
に
よ
る
。

注
２	

『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
』
十
一
、
一
九
六
四
年
三
月
。

注
３	

有
精
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
。

注
４	

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
。

注
５	

新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

注
６	

和
歌
文
学
大
系
の
訓
読
に
よ
る
。

注
７	

群
書
類
従
（
巻
第
百
二
十
五
、
文
筆
部
四
）
に
よ
る
。

注
８	

山
口
一
樹
「『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
と
王
昭
君
説
話
・
長

恨
歌
・
竹
取
物
語
」『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
第
十
四
号
、
二
〇
一
九

年
三
月
。

注
９	

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。「
胡
笳
」
の
調
べ
に
つ
い
て
は
、
上

原
作
和
・
正
道
寺
康
子
企
画
編
集
『
平
安
文
学
と
琴
曲
―
余
明	

王
昭
君

を
奏
で
る
』（D

V
D

）
に
、
余
明
氏
に
よ
る
演
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

注
10	

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
論
考
と
し
て
、
小
林
健
二
「「
昭
君
」

攷
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
八
一
年
三
月
）
が
あ

る
。

注
11	

福
井
重
雅
『
訳
注
西
京
雑
記
・
独
断
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。
諸

本
に
つ
い
て
は
、
西
野
貞
治
「
西
京
雑
記
の
伝
本
に
つ
い
て
」（『
人
文
研

究
』
三－

七
、
一
九
五
二
年
七
月
）
を
参
照
。

注
12	

中
津
濱
渉
『
楽
府
詩
集
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
七
〇
年
）
所
収
の

文
学
古
籍
刊
行
社
本
（
北
京
図
書
館
蔵
宋
刊
本
）
に
よ
る
。

注
13	

国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。

注
14	

新
釈
漢
文
大
系
の
訓
読
に
よ
る
。

注
15	

山
﨑
誠
「「
類
林
」
追
考	

―
中
世
史
漢
物
語
の
源
流
―
」『
国
文
学
研

究
資
料
館
紀
要
』
十
七
、
一
九
九
一
年
三
月
、
李
育
娟
「『
類
林
』
の
再

編
に
つ
い
て
―
「
王
昭
君
伝
承
」
を
糸
口
に
―
」『
詞
林
』
六
十
五
、

二
〇
一
九
年
四
月
。

注
16	

王
三
慶
『
敦
煌
類
書
』
上
、
麗
文
文
化
事
業
股
份
有
限
公
司
、
一
九
九
三

年
。
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注
17	

柳
瀬
喜
代
志
・
矢
作
武
『
琱
玉
集
注
釈
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
）
に

よ
る
。

注
18	
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

注
19	

『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』（
第
三
巻
、
大
学
堂
書
店
、
一
九
八
九
年
）

に
よ
る
。

注
20	

新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

注
21	

「
平
安
朝
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
の
展
開
」『
成
城
国
文
学
』
十
一
、
一
九

九
五
年
三
月
。

注
22	

『
白
楽
天
詩
選	

上
』（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。

注
23	

日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

注
24	

嵯
峨
天
皇
の
王
昭
君
詩
に
つ
い
て
は
、
竹
村
則
行
「
平
安
・
嵯
峨
帝
の

「
王
昭
君
」
詩
と
藤
原
佐
世
の
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』」（『
九
州
中
国
学

会
報
』
五
十
七
、
二
〇
一
九
年
五
月
）
に
詳
し
い
。

注
25	

『
韻
文
文
学
〈
歌
〉
の
世
界
（
講
座
日
本
の
伝
承
文
学
）』
一
九
九
五
年
六

月
。

注
26	

『
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と
身
体
』
青

舎
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
。

注
27	

講
談
社
学
術
文
庫
に
よ
る
。

注
28	

小
林
保
治
編
『
唐
物
語
全
釈
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
）
に
、「
桐
壺

更
衣
の
姿
と
も
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
岩
山
泰
三
）
と
指

摘
が
あ
る
。

注
29	

新
編
国
歌
大
観
に
よ
り
、
表
記
を
一
部
改
め
た
。

注
30	

叢
書
江
戸
文
庫
に
よ
る
。

注
31	

近
代
日
本
文
学
大
系
に
よ
る
。

注
32	

近
世
期
の
事
例
と
し
て
、
飯
倉
洋
一
氏
は
、『
新
斎
夜
語
』
に
お
い
て
北

野
天
満
宮
の
社
僧
が
、
本
稿
に
も
挙
げ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収
詩
に
つ

い
て
「
昭
君
も
し
黄
金
の
賂
を
贈
り
な
ば　

定
て
是
身
を
終
る
ま
で
君
王

に
奉
る
の
み
な
ら
ん
」
と
独
自
の
訓
み
を
披
露
し
、「
賂
を
贈
ら
ね
は
こ

そ
、
か
く
末
代
に
美
名
を
の
こ
し
つ
れ
と
の
意
を
ふ
く
ま
せ
て
、
昭
君
か

潔
白
を
賛
し
給
へ
る
な
る
を
」
と
講
釈
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（「
王

昭
君
詩
と
大
石
良
雄
―
『
新
斎
夜
語
』
第
一
話
の
「
名
利
」
説
を
め
ぐ
っ

て
」『
語
文
』
一
〇
五
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
）。

（
付
記
）
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
東
ア
ジ
ア
古
典
学
の
次
世

代
拠
点
形
成
―
国
際
連
携
に
よ
る
研
究
と
教
育
の
加
速
」（
研
究
代
表
者	

齋
藤
希
史
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
二
〇
一
八
年
三
月
十
二

日
に
浙
江
工
商
大
学
で
行
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
「
漢
籍
と
日
本
」
に
お
け
る

口
頭
発
表
「
王
昭
君
説
話
の
語
り
方
」
を
基
に
加
筆
し
た
。

（
た
む
ら　

た
か
し
・
東
京
大
学
准
教
授
）




