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『
天
石
笛
之
記
』
が
描
く
平
田
篤
胤

板

坂

耀

子

1

は

じ

め

に

2

近
世
紀
行
の
登
場
人
物

宮
内
嘉
長

・
石
上
塞
道
作

『
天
石
笛
之
記
』
(文
化
十
三
)
は
、
国
学

者
平
田
篤
胤

(安
永
五
～
天
保
十
四
)
が
彼
の
屋
号

「気
吹
廼
家
」
(「
気

吹
舎
」
「伊
吹
舎
」
な
ど
と
も
)
の
由
来
と
も
な

っ
た
奇
石

「天
の
石
笛
」

を
発
見
し
た
時
の
事
情
を
、
同
行
し
た
弟
子
の
二
人
が
記
し
た
も
の
で

あ
る
。

こ
の
紀
行
の
最
大
の
魅
力
は
、
篤
胤
の
人
と
な
り
、
特
に
そ
の
研
究

者
と
し
て
の

一
面
が
実
に
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
主

人
公

で
あ
る
篤
胤
が
作
者

で
は
な
く
、
弟
子
た
ち
が
筆
を
執

っ
て
い
る

こ
と
が
、
描
か
れ
る
対
象
を
描
き
手
か
ら
切
り
離
し
客
観
的
で
詳
細
な

描
写
を
可
能
と
し
た
。

こ
の
作
品
は

『国
書
総
目
録
』
を
は
じ
め
と
し
た
諸
目
録
で
い
ず
れ

も
紀
行
と
分
類
さ
れ
、
内
容
も

一
応
そ
う
い

っ
て
よ
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
厳
密
に
検
討
す
る
な
ら
、
紀
行
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
後
に
改
め
て
触
れ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
紀
行
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
精
彩
あ
る
人
物
描
写
は
近
世
の
紀
行
の
中
で
は
か
な
り
珍

し
い
。
そ
の
よ
う
な
作
品
が
皆
無
な
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
幕

末
の
勤
皇
家
日
柳
燕
石
の
長
崎
行
き
の
紀
行

『旅
の
恥
か
き
捨
て
の
日

記
』
(弘
化
元

・
国
立
国
会
図
書
館
蔵
)
は
、
従
来
、
彼
の
作
品
と
し
て

は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
伝
記
研
究
に
利
用

さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ

た
が
、
漢
詩
や
日
記
を
は
じ
め
と
し
た
彼

の
ど

の
著
作

に
も
ま
さ

っ

て
、
そ
の
闊
達
な
人
柄
を
し
の
ば
せ
る
と
い

っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な

(注
1
)

い

。
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し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
例
は
少
な
い
。
も
と
も
と
紀
行
は

一
人
称
で

記
さ
れ
る

こ
と
が
大
半

で
あ
り
、
近
世
に
入

っ
て
旅
人
の
心
情
よ
り
は

旅
先

の
土
地

に
関
す
る
情
報
が
よ
り
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
か

ら
は
、
自
照
文
学

で
あ
る
日
記
類
と
比
較
し
て
さ
え
、
そ
こ
に
作
者
の

人
物
像
が
浮
か
び
上
が
る
可
能
性
は
薄
れ
が
ち
だ

っ
た
。
読
者
は
、
作

者
が
見
聞
し
た
事
物
を
描
写
す
る
、
そ
の
姿
勢
や
視
点
か
ら
、
作
者
の

人
柄
を
推
測
す
る
し
か
な
い
。

作
者
自
身
が
描
か
れ
な
い
な
ら
、

つ
い
で
注
目
さ
れ
る
登
場
人
物
は

同
行
し
て
い
る
人
物
や
、
旅
先
の
土
地
で
出
会
う
人
物

で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
点
で
も
多
く
の
場
合
、
近
世
の
紀
行
は
淡
白

で
あ
る
。

近
世

の
紀
行
に
、
風
景
描
写
は

一
般

に
人
々
が
予
想
す
る
よ
り
も

ず

っ
と
稀
薄
で
あ
る
こ
と
を
、
以
前
に
私
は
指
摘
し
た
。
人
物
描
写
と

い
う
点
で
は
、
近
世
紀
行
は
風
景
描
写
よ
り
は
豊
か
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
や
は
り
読
ん
で
い
て
も
の
た
り
な
い
思
い
は
残
る
。

し
た
が

っ
て

『天
石
笛
之
記
』
の
よ
う
な
例
は
珍
し
く
、
そ
の
点
で

も
注
目
す

べ
き
作
品

で
は
あ
る
。
だ
が
、
題
名
は

「紀
行
」
で
も

「道

の
記
」
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
い
た
い
の
内
容
か
ら
、
さ
し

あ
た
り
近
世
紀
行
と
い
う
、
従
来
面
白
く
な
い
も
の
と
し
て
無
視
さ
れ

が
ち
な
ジ

ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
た
上
に
、
作
者
が
篤
胤
自
身
で
は
な
く

無
名
に
近

い
弟
子
た
ち
で
あ

っ
た
た
め
、
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
な
が
ら

も
読
ま
れ
る
こ
と
の
少
な
い
作
品
と
な

っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
作

品
を
い
た
ず
ら
に
紀
行
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
固
執
し
て
評
価
す
る
こ
と

が
た
め
ら
わ
れ
る
。
平
田
篤
胤
と
い
う

一
人
の
国
学
者
の
姿
を
描
き
出

し
、
ひ
い
て
は
外
国
に
で
も
現
代
に
で
も
通
じ
る
、
研
究
対
象
と
な
る

資
料
を
蒐
集
す
る
際
の
研
究
者

の
情
熱
や
惑
乱

を
記
し
と
ど
め
た
文
学

と
し
て
、
も

っ
と
評
価
さ
れ
て
い
い
作
品

む
し
ろ
そ
の
よ
う
に

定
義
し
て
お
き
た
い
。

3

伝
記
研
究
で
の
扱
わ
れ
方

そ
も
そ
も
、
篤
胤
が
、
は
じ
め

「真
菅
之
屋
」
で
あ

っ
た
屋
号
を

「
気

吹
廼
家
」
に
変
え
た
由
来
と
も
な

っ
た

「天

の
石
笛
」
な
の
で
あ
る
か

ら
、
石
笛
の
取
得
は
か
な
り
重
要
な
事
件
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
篤
胤
に
関
す
る
伝
記
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
事
柄
そ
の
も
の
に
あ
ま

り
触
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
よ
り
先
き
、
常
陸
に
赴
き
て
鹿
嶋
香
取

の
諸
宮
に
詣
し
、
途
に

し
て
天
の
石
笛
を
得

「其
名
を
ば
著
く
い
は
ふ
ゑ
の
音
を
大
空
に
挙
げ

む
と
そ
思
ふ
」
の
詠
あ
り
、
因
て
自
ら
号
し
て
伊
吹
乃
屋
と
日
ふ
、
蓋

し
宇
宙
に
膀
碕
す
る
所

の
大
気
を
吸
嘘
し
て
、
天
下
に
狭
霧
な
す
妖
気

を

一
掃
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
、
翁
が
当
年
の
意
気
卓
攣
に
し
て
天
下
を

挙
げ
て
悉
く
敬
神
界
裏
に
陶
冶
せ
ん
と
試
み
ら
れ
た
る
雄
図
は
左
の

一

篇
に
於
て
之
を
見
る
べ
し
。(村

井
良
八

『平
田
篤
胤
翁
伝
』

明
治
二
五
)

是
れ
よ
り
先
き
、
文
化
十
三
年
の
四
月
、
篤
胤
常
総
に
遊
び
て
、
鹿
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島
、
香
取

の
諸
社
を
拝
す
る
や
途
に
し
て
天
然
の
石
笛
を
得
た
り
。
即

ち
、

そ
の
名
を
ば
著
く
も
い
は
ぶ
ゑ
の

音
を
大
空
に
あ
げ
む
と
そ
お
も
ふ

と
詠
じ
、
『眞
菅
廼
舎
』
の
家
号
を
改
め
て
『気
吹
廼
舎
』
と
号
し
ぬ
。

今
や
瑛
々
た
る
石
笛
の
声
は
、
端
な
く
九
重
の
天
に
ま
で
響
き
、
同
時

に
ま
た
紛

々
た
る
殿
誉

一
身
に
集
ま
る
。

(丸
島
敬

『
平
田
篤
胤
言
行
録
』

明
治
四

一
)

こ
の
年

(文
化
十
三
年
)
も
大
い
に
著
述
に
は
げ
ん
だ
。
四
月
始
め

て
、
鹿
嶋
、
香
取
、
息
栖
の
三
社
に
参
詣
し
た
。

こ
の
参
詣
の
途
次
下

位
浜
村
の
八
幡
宮
で
天
之
岩
笛
を
拾
得
し
た
。

こ
の
岩
笛
は
火
山
活
動

の
作
用
か
何
か
に
よ

っ
て
生
ず
る
も
の
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
当
時
は

之
を
神
秘
化
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
よ

っ
て
篤
胤
は

『
岩
笛
の
記
』
を
作
り
、
「真
菅
乃
屋
」
を
改
め
て
気
吹
廼
家
と
し
、
自

分
の
名
を

「
大
角
」
と
改
め
た
り
し
た
が
、
こ
の
大
角
の
名
は
、
時
の

人
か
ら
は
、
役

ノ
小
角
を
凌
が
ん
と
す
る
号
で
あ
ろ
う
な
ど
後
言
を
う

け
る
こ
と
に
も
な

っ
た
。

(伊
藤
裕

『大
堅
平
田
篤
胤
伝
』

昭
和
四
八

錦
正
社
刊
)

な
ど
は
、
詳
し
い
方
で
あ

っ
て
、
山
田
孝
雄

『平
田
篤
胤
』
(昭
和
十

七
)
、
藤
田
徳
太
郎

『平
田
篤
胤
の
国
学
』

(昭
和
十
七
)、

室
田
泰

一

『平
田
篤
胤
』
(昭
和
十
七
)
、
佐
藤
政
次

『
平
田
篤
胤
の
科
学
精
神
』

(昭
和
十
八
)、
河
野
省
三

『平
田
篤
胤
』

(
昭
和
十
八
)、
渡
辺
金
造

『平
田
篤
胤
と
夫
人
』
(昭
和
十
九
)、
田
原
嗣
郎

『人
物
叢
書

平
田

篤
胤
』

(昭
和
三
八
)
、
三
木
正
太
郎

『
平
田
篤
胤
の
研
究
』

(昭
和
四

四
)
は
、

い
ず
れ
も
石
笛
の
取
得
に
つ
い
て
記

し
て
い
な
い
。

一
般
に

新
し
い
伝
記
ほ
ど
、

こ
の
こ
と
に
関
す
る
記
事

は
見
え
な
く
な
る
。
片

岡
洋
二

『現
代
を
翔
け
る
篤
胤
』
(平
成
五

大
雅
堂
刊
)
で
も
、
こ
の

時
期
に
つ
い
て
は
、
「開
塾
以
来
十
年
、
塾
の
経
営
も
軌
道
に
乗
り
始
め

た
文
化
十
年

(
一
八

一
三
)
学
問
の
心
得
と
で
も
い
う
べ
き

『
入
学
問

答
』
を
著
し
た
。
同
十
三
年
に
は
、
入
門
者
が
八
十
七
人
に
も
達
し
、

家
号
を
眞
菅
乃
屋
か
ら
伊
吹
乃
屋
に
改
め
、
自
ら
を

『
大
堅
』
と
号
し

た
。
こ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
若
い
頃
、
『荘
子
』
の

一
文
を
読
ん

で
い
た
時
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
取

っ
た
も
の
で
あ

る
」
と
の
み
で
、
家
号
変
更
の
理
由
に
は
触
れ

て
い
な
い
。

こ
の
記
事
を
記
し
て
い
る
書

に
し

て
も
、
た
と
え
ば
、
田
中
義
能

『平
田
篤
胤
之
哲
学
』
(昭
和
十
九
)
の

「文
化
十
三
年
、
香
取
、
鹿
島
、

そ
の
他
の
諸
社
を
巡
拝
し
、
天
之
石
笛
な
る
も

の
を
得
た
り
。
是
れ
よ

り
家
号
を
伊
吹
之
屋
と
称
す
」

の
記
事
は
、
篤
胤
の
養
子
平
田
鉄
胤
の

『
大
堅
君
御

一
代
略
記
』
中
の

「
(文
化
十
三
年
)
四
月
始
め
て
鹿
島
宮

香
取
宮
及
び
息
栖
神
社
に
参
詣
給
ふ
、
序
に
銚
子
辺
を
廻
り
諸
社
巡
拝

し
て
天
之
石
笛
を
得
給

へ
り
、
之
に
依
て
家
号
を
、
伊
吹
乃
屋
と
改
め
、

通
称
を
大
角
と
名
告
給
ふ
。
掬
ま
た
大
堅
と
申
す
」
の
要
約
に
過
ぎ
な

い
。
更
に
言
う
な
ら
先
に
紹
介
し
た
伝
記
の
諸
書
も
、
こ
の

『
御

一
代

略
記
』
の
内
容
以
上
の
記
事
は
少
な
く
、
『天
石
笛
之
記
』
そ
の
も
の
が
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参
照
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
確
認
が
で
き
な
い
。

石
笛
そ

の
も
の
は
現
在

で
も
平
田
篤
胤
関
係
の
展
覧
会
な
ど
に
は
出

品
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
紀
行
が
そ
の
際
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
も
知

ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
は
さ
ほ
ど

興
味
が
持

た
れ
て
い
な
い
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

4

作
品
の
背
景

人
々
に
よ
っ
て
、
非
常
に
丁
寧
に
書
写
さ
れ
て
伝
わ

っ
た
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
。○

こ
の
時
期
の
篤
胤

田
原
嗣
郎

『
人
物
叢
書

平
田
篤
胤
』
は
、
石
笛
の
こ
と
に
は
ふ
れ

て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
採
取
し
た
旅
が
行
わ
れ
た
文
化
十
三
年
に

つ
い

て
、

○
書
誌

御
妖
石
笛
之
記
』
は
、
『国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
九
点
が
現
存
し
て

い
る
。
な
お
、
同
書
が

『猿
田
神
社
玉
ケ
池
神
社
記
』

(宮
内
嘉
長
著

名
古
屋
大
学
皇
学
館
文
庫
蔵
。
「
玉
ケ
池
」
は

「玉
ケ
崎
」
の
誤
り
だ
が
、

中
表
紙
題
は

こ
の
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、
他
に
内
題
等
は
な
い
)
と
し

て
別
項
に
あ
げ
る

一
点
も
、
内
容
は

『天
石
笛
之
記
』
で
あ
る
。

私
が
見
た
の
は
、
写
真
等
も
含
め
て
、
こ
の
内
八
点
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
概
ね
十
行
書
の
二
十

一
丁
前
後
で
、
さ
ほ
ど
長
編
の
紀
行
で
は
な

い
。諸

本
を
比
較
し
て
何
よ
り
目
に
つ
く
特
色
は
、
き
わ
め
て
異
同
が
少

な
い
こ
と
で
あ
る
。
振
り
仮
名
の
欠
落
、
送
り
仮
名

の
異
同
な
ど
、
指

摘
す
る
必
要
も
な
い
程
度
の
わ
ず
か
な
表
記
の
違

い
を
除
け
ば
、
ま

っ

た
く
同

一
と

い
っ
て
よ
く
、
し
た
が

っ
て
い
く

つ
か
の
系
統
を
区
別
す

る
こ
と
も
、
書
写
の
前
後
を
決
定
す
る
こ
と
も
困
難

で
あ
る
。
写
本

で

伝
わ
る
紀
行

に
、

こ
の
よ
う
な
例
は
珍
し
い
。

こ
の
書
が
篤
胤
門
下
の

ま
た
同
じ

=
二
年
に
家
号
を

「
気
吹
舎

(
い
ぶ
き
の
や
)」
(「伊
吹

之
屋
」
)
と
改
め
、
自
分
も
大
角
と
改
称
し
た

こ
と
、
こ
の
年
の
う
ち

に
八
七
人
と
い
う
大
量
の
入
門
者
が
あ

っ
て
門
人
数
が

一
六
六
人
に

達
し
た
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
年
が

「気
吹
舎
」

の

発
展
に
と

っ
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
意
味
を
も

つ
、
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

と
、
こ
の
年
が
篤
胤
の
活
動
が
大
き
く
発
展

し
た
時
期

で
あ
る
と
し

て
い
る
。
秋
田
藩
を
脱
藩
後
、
江
戸

で
苦
労
を
重
ね
て
平
田
家
の
養
子

と
な
り
、
享
和
三
年

の
最
初

の
著
作

『呵
妄
書
』
以
後
も
門
人
ら

へ
の

講
義
録
も
含
め
た
書
を
発
表
し
つ
づ
け
て
い
た
彼
は
、
こ
の
頃
、
机
の

肘
に
あ
た
る
部
分
に
穴
を
あ
け
て
網
を
張
り
、

つ
き
通
し
の
肘
が
痛
ま

な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
没
頭
ぶ
り
で
、
後
年

の
彼
の
学
問
の
根
底
を

な
す
霊
魂
と
幽
冥
の
問
題
を
追
求
し
た

『霊
の
真
柱
』
を
文
化
九
年
に

発
行
、
服
部
中
庸
の

『三
大
考
』
に
つ
い
て
本
居
大
平
と
論
戦
し
て
鈴
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屋
門
下
を
刺
激
し
、
生
涯
に
わ
た
る
著
作
と
な
る

『古
史
伝
』
執
筆
も

始
め
る
な

ど
、
そ
の
学
問
は
急
速
な
成
熟
期
に
あ

っ
た
。
だ
が

一
方
で

文
化
九
年

に
は
愛
妻
が
病
死
、
同
十

一
年

に
は
自
ら
が
大
病
に
か
か

り
、
石
笛
を
拾
得
し
た
数
か
月
後
の
文
化
十
三
年
九
月
に
は
次
男
も
病

死
す
る
と
い

っ
た
不
幸
も
続
く
。
貧
窮
に
苦
し
む
家
庭
の
様
子
は
、
し

ば
し
ば
引

用
さ
れ
る
伴
信
友
宛
の
書
簡
な
ど
に
も
詳
し
い
。

生
涯
を
通

じ
て
、
あ
ま
り
旅
を
し
た
こ
と
の
な
い
篤
胤
が
、
こ
の
文

化
十
三
年

に
鹿
島

・
香
取
を
訪
問
し
た
の
も
、
金
策
の
た
め
で
は
な

か

っ
た
か
と
、

渡
辺
金
造

『平
田
篤
胤
研
究
』

(昭
和
十
七

六
甲
書

房
)
は
、
養
子
鉄
胤

の
文
政

・
天
保
年
間
の
旅
行
日
記
に
資
金
募
集
の

記
事
が
あ
る
こ
と
等
を
引
用
し
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
。

右

の
常
総
地
方

の
二
回
の
旅
行
の
目
的
は
何
で
あ

つ
た
か
。

一
は

観
光

の
為

め
、

一
は
古
道
学
宣
布
の
為
め
で
は
あ
ら
う
が
、
裏
面
に

は
出
板
費

用
の
募
集
の
為
め
で
は
な
か

つ
た
ら
う
か
。
是
は
余
り
に

推
測
に
過
ぐ
る
と
も
言
は
れ
よ
う
が
、
併
し
ど
う
も
眞
の
目
的
が
そ

こ
に
有

り
さ
う
に
思
は
れ
て
な
ら
ぬ
。

と

い
う

の

で
あ

る
。

○
作
者

に
つ
い
て

こ
の
書

は
宮
内
嘉
長
、
石
上
盟
通
の
合
作
と
な

っ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
に
分
担
し
て
執
筆
し

て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

両
人
が

宮
内
嘉
長
に
つ
い
て
は
、
『平
田
篤
胤
全
集
』

別
巻
所
収
の

「誓
詞

帳
」

一
に
、

下
総
国
海
上
郡
銚
子
新
生
町

文
化
十
三
年
丙
子
五
月
十
七
日

二
十
八
歳

清
原
嘉
長

湯
浅
定
憲
紹
介

と

あ

り

、

「
門

人

姓

名

録

」

一
に
も

、

宮
内
主
水

同

(下
総
)
国
海
上
郡
銚
子
新
生
町

廿
八
歳

神
明
宮
神
主

清
原
嘉
長

〔笛
〕
〔玉
四
〕

五
月
十
七
日

湯
浅
定
憲
紹
介

宮
内
主
水

と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
石
上
堕
通
も
湯
浅
定
憲
紹
介

と
し
て
、
「誓
詞
帳
」

一
に

「
下
総
銚
子
飯
貝
根
村

源
太
郎
堕
尊
二
男

竪
通

石
上
仁
兵
衛
」、
「門
人
姓
名
録
」

一
に

「同
所

(新
生
町
)

同

日

(五
月
十
七
日
)

後
飯
沼
村
住

豊
尊
二
男

竪
通

〔笛
〕

石
上

仁
兵
衛
」
と
し
て
登
場
す
る
。
望
通
の
年
齢
が
不
明
、
住
所
も
や
や
曖

昧
だ
が
、
と
も
に
文
化
十
三
年
に
多
か

っ
た
下
総
の
入
門
者
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
は
両
人
と
も
若
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
嘉
長
の
著
書
と
し
て

『
国
書
総
目
録
』
に
は
七
点
が
挙
が
る

が
、
『天
石
笛
之
記
』
と
、
前
出
の

『猿
田
神
社
玉
ケ
池
神
社
記
』
以
外

は
い
ず
れ
も
現
存
し
な
い
。
豊
通
の
著
書
は
挙

が

っ
て
い
な
い
。
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5

内
容

冒
頭
に

「
師
の
大
人
の

『
天
ノ
磐
笛
を
得
た
ま

へ
る
故
よ
し
を
、
知

た
る
ま
に
く

か
き
し
る
し
て
見
せ
よ
』
と
の
た
ま
へ
る
に
よ
り
て
、

か
き
記
し
見
せ
奉
る
ふ
み
」
と
あ

っ
て
、
作
者
二
人
の
署
名
が
並
ん
で

い
る
。

本
文
は
、
文
化
十
三
年
の
五
月
十

一
日
、
篤
胤
が
老
翁
渡
辺
之
望
と

と
も
に
鹿
島
香
取
に
参
詣
の
帰
途
、
銚
子
に
立
ち
寄
る
と
の
知
ら
せ
を

受
け
た
、
弟
子
た
ち
の
喜
び
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
。

「
い
ま
船
よ
り
上
り
給
ひ
つ
」
と
、
と
も
人
し
て
い
ひ
お
こ
せ
給

ふ
に
、
う
れ
し
な
ど
云
ば
か
り
な
く
、
御
を
し
へ
子
た
ち
に
そ
の
由

い
ひ
ふ
れ

て
、
共

に
御
む
か
ひ
に
参
り
、
竪
通
が
家
に
と
ゞ
め
参
ら

せ
て
、
わ
が
里
な
る
御
を
し
へ
子

の
か
ぎ
り
、
五
十
人
ば
か
り

つ
ど

ひ
、
よ
る
ひ
る
と
い
は
ず
御
を
し

へ
言
う
け
給
は
り
、
腹
ぬ
ち

(腹

内
。
心
の
中
)
に
た
く
は
へ
た
る
疑
ど
も
を
も
問
ま

つ
り
、
仕

へ
奉

る
。

こ
の
よ
う
な
地
方
の
弟
子
た
ち
の
質
問
責
め
は
、
文
化
七
年
の
駿
河

旅
行
の
折
に
も
あ

っ
た
こ
と
が
、
新
庄
道
雄

の

『古
史
徴
』
序
文
に
記

さ
れ
て
い
る
。

十
三
日
の
早
朝
、
篤
胤
は
竪
通
に
猿
田
神
社
と
玉
ケ
崎
神
社
に
参
詣

し
た
い
由
を
伝
え
、
嘉
長
と
堕
通
は
、
渡
辺
之
望
と
供
の
常
蔵
と
四
人

で
篤
胤
に
従

っ
た
。
ま
ず
、
猿
田
神
社
に
赴
く
。
参
拝
を
終
え
て
あ
た

り
を
見
め
ぐ

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
神
社
の
後
ろ
に
白
く
晒
さ
れ
た
獣
骨

が
あ

っ
た
。
篤
胤
は
非
常
に
興
味
を
示
し
て
手

に
取
る
が
、
作
者
た
ち

は
不
浄
の
も
の
に
師
が
触
れ
た
こ
と
に
驚
愕
と
嫌
悪
を
禁
じ
え
な
い
。

篤
胤
は
こ
れ
が
古
代
を
し
の
ぶ
貴
重
な
品
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、
夢
の

お
告
げ
で
こ
の
神
社
に
参
詣
し
た
の
に
対
し
て
神
が
与
え
て
く
れ
た
の

だ
と
述
べ
る
。
師
を
深
く
尊
敬
し
て
い
る
弟
子

た
ち
だ
が
、
そ
の
日
常

の
感
覚
は
、
師

の
学
問
上

の
興
味
と
微
妙
な
組
酷
を
き
た
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
印
象
的
な
場
面

で
あ
る
。

そ
の
後
、
篤
胤
は
神
主
に
会

っ
て
、
こ
の
あ
た
り
の
肉
食
の
習
慣
に

つ
い
て
聞
く
が
、
神
主
も
ま
た
嘉
長
た
ち
と
同
様
に
、
肉
食
に
つ
い
て

の
拒
否
反
応
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
汚
ら
わ
し

い
習
慣
は
な
い
と
強
く

否
定
し
た
。
獣
骨
の
あ

っ
た
こ
と
を
ま
す
ま
す
不
審
に
思
い
な
が
ら
、

一
同
は
神
社
を
後
に
す
る
。

申
の
時
過
ぎ
に
玉
ケ
崎
神
社
に
着
い
た
。
参
拝
後
、
門
前
の
か
ぶ
ら

き
屋
と
い
ふ
宿
に

一
行
は
宿
泊
す
る
。
こ
こ
で
、
窒
通
の
家
に
昔
仕
え

て
い
た
、
こ
の
土
地
の
こ
と
に
詳
し
い
源
六
と
い
う
男
を
呼
ん
で
、
篤

胤
は
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
を
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
源
六
が
語

っ
た
、
こ

の
神
社

の
由
来
や
、
霊
木
の
松

の
こ
と
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
れ

て
い

る
。
源
六
は
更
に
、
こ
の
近
く
の
妙
見
神
社
と
玉
ケ
崎
神
社

の
関
係

に

つ
い
て
述
べ
、
ま
た
海
岸
に
多
く
の
石
が
流
れ
着
く

「寄
り
石
」
と
い

う
不
思
議
な
現
象
に
つ
い
て
語

っ
た
。
興
味
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
、
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翌
朝

一
行
は
妙
見
神
社
に
参
詣
し
、
寄
り
石
を
見
る
。
流
れ
着
く
石
の

中

に
、
時
々
、
穴
が
あ
い
て
い
て
吹
け
ば
音
が
出
る
石
が
あ

っ
て
神
社

に
供
え
て
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
拝
殿
に
、
そ
の
よ
う
な
石
が
十
五

六
個
あ
り
、
吹
く
と
ほ
ら
貝

の
よ
う
な
音
が
し
た
。

源
六
と
別
れ
て
帰
途

に
着
く
頃
か
ら
雨
が
降
り
出
し
た
。
雨
具
の
用

意
も
な
い
ま
ま
に
ぬ
れ
そ
ぼ

っ
て
小
浜
村

に
着

い
た

一
行
は
、
そ
こ
の

八
幡
宮
の
前

の
粗
末
な
家
で
、
稲
俵

(稲

で
作

っ
た
俵
)
を
貰

っ
て
篤

胤
に
着
せ
て
雨
を
し
の
ぐ
。
八
幡
宮

の
鳥
居
の
前

で
遙
拝
し
て
、
社
の

か
た
わ
ら
の
坂
を
下
ろ
う
と
し
た
時
、
窒
通
は
神
社

の
背
後
に
近
道
が

あ

っ
た
よ
う
だ
と
思
い
つ
く
。

さ
て
社

の
右
な
る
坂
を
下
ら
む
と
す
る
時

に
、
墾
通
ふ
と
お
も
ひ

よ
り
て
、
「此
坂
は
こ
と
に
道
あ
し
け
れ
ば
、
社
,地

に
い
り
て
宮

の

う
し
ろ
に
道
あ
り
と
お
ぼ
ゆ
。
そ
こ
を
と
ほ
り
て
行
む
」
と
云

へ
ば
、

嘉
長
も

「
し
か
お
ぼ
え
た
り
。
近
さ
も
ち
か
し
、
い
ざ
」
と
い
ふ
に
、

大
人
の
の
た
ま
は
く

「宮
の
う
し
ろ
は
見
は
る
か
す
に
、
藪
に
し
て

道
あ
り
と
も
思
は
れ
ず
。
も
し
行
あ
た
り
て
道
な
か
ら
む
に
は
、

い

た
つ
が
は
し
け
れ
ば
、
益
な
き
わ
ざ
ぞ
。
わ
ろ
く
と
も
大
道
を
こ
そ
」

と
の
た
ま
ふ
を
、
己
等
は
そ
穿
う
に
近
道
あ
り
き
と
お
も
は
れ
け
れ

ば

「
こ

ゝ
の
案
内
は
二
人
が
よ
く
知
り
侍
り
。

い
ざ
く

」
と
、
あ

な
が
ち
に
い
ざ
な
ひ
て
、
こ
ゝ
ろ
あ
て
の
所

に
至
り
て
見
れ
ば
、
あ

ら
ぬ
ひ
が
お
ぼ
え
な
り
き
。
大
人
も
之
望
老
翁
も

「
そ
れ
見
よ
、
道

は
な
き
も

の
を
」
と
に
が
笑
ひ
し
て
、
之
望
の
を
ぢ
は
鳥
居
の
か
た

へ
帰
ら
る
ゝ
。
お
の
れ
ら
二
人
は
大
人
の
宮

の
ま

へ
に
、
を
う
が
み

居
た
ま
ふ
も
し
ら
で
、

負
を
し
み
の
心
さ

へ
立
。
そ
ひ
て

「
道
あ
り

や
」
と
尋
ぬ
る
に
、
人
の
か
ら
跡

(乾
跡
。
か
ら
と
。
動
物
な
ど
の

通

っ
た
跡
)
だ
も
な
し
。

意
地

に
な

っ
た
二
人
は
、
木
々
に
笠
や
着
物

を
引
き
裂
か
れ
な
が

ら
、
し
ゃ
に
む
に
坂
を
す
べ
り
下
り
て
大
道
に
出
る
。
ま
も
な
く
之
望

が
道
を
下
り
て
来
た
が
篤
胤
の
姿
は
見
え
な
い
。
聞
け
ば
、
神
社
に
参

拝
し

て
お
ら
れ

て
、
従
者
の
常
蔵
も

つ
い
て
い
る
か
ら
と
思

っ
て
、
自

分
は
先
に
下
り
て
来
た
と
言
う
。
し
ば
ら
く
木
陰
で
待

っ
て
い
た
が
、

い

つ
ま

で
た

っ
て
も
篤
胤
は
来
ず
、
と
う
と
う

二
人
が
迎
え
に
行
く

と
、
着
て
い
る
俵
の
中
で
笑
顔
を
見
せ
な
が
ら
道
を
下
り
て
来
る
篤
胤

に
会

っ
た
。

大
人
は
ひ
た
ぬ
れ
に
ぬ
れ
て
、
大
き
な
る
石
の
土
ま
み
れ
な
る
を

わ
き
ば
さ
み
た
ま
へ
る
が
、
い
な
だ
わ
ら
の
中
よ
り
ほ
こ
ろ
び
出
て

見
ゆ
。
い
と
嬉
し
げ
な
る
面
も
ち
し
て
、
あ
は
た
ゞ
し
く
来
た
ま

へ

り
。
「
そ
の
、
も
た
ま

へ
る
も
の
は
何
に
し
給

ふ
に
か
」
と
声
高
に
問

ま

つ
れ
ば
、
「あ
な
か
ま
、
し
づ
ま
り
て
よ
。
こ
は
い
と
も
た
ふ
と
き

も
の
な
る
よ
。
そ
の
よ
し
は
行
々
語
ら
む
。
お
も
ふ
由
あ
り
。
今
半

道
ば
か
り
は
い
そ
ぎ
て
よ
」
と
の
た
ま
ふ
に
何
事
と
は
知
ら
ず
、
い

ぶ

か

し

み

つ

ゝ
、

み
な

く

つ
れ

立

。
て
い

そ

ぐ
。
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二
十
町
ば
か
り
も
来
た
頃
に
我
慢

で
き
な
く
な

っ
て
、
ま
た
聞
く
と

篤
胤
は

「
こ
は
古
き
伝

へ
の
書
に
天
磐
笛
と
い
へ
る
物
」
と
、
詳
し
く

石
の
由
来
を
説
明
し
た
。
篤
胤
は
更
に
語
る
。

さ
き

に
、
そ
こ
た
ち
の
宮
の
う
し
ろ
に
い
り
て
道
を
た
つ
ぬ
る
ほ

ど
、
お

の
れ
ま
た
神
の
御
前
を
お
ろ
が
み
奉
り
、
御
戸
の
ま
へ
を
見

る
に
、
彼
.
ほ
ら
貝
石
の
三

つ
四

つ
あ
り
し
が
、
み
な
か
の
妙
見
.宮

に
あ
る
石
の
た
ぐ
ひ
に
て
、
め
づ
ら
し
げ
も
な
か
り
し
を
、
宮
の
わ

き
な
る
礎

の
か
た
は
ら
に
、
土
に
ま
み
れ
草
に
お
ほ
は
れ
う
つ
も
れ

た
る
此
笛
に
、

一
ト目
め
と
ゞ
ま
る
と
は
や
、

む
ね
う
ち
と
ゞ
ろ
き

て
、
「此
ぞ
天
磐
笛
な
る
」
と
人
の
告
知
ら
す
る
や
う
に
お
ぼ
え
け
れ

ば
、
ま
つ
取
上
ゲ
て
吹
な
ら
し
試
.、た
る
に
、
そ
の
音
の
い
と
も
め
で

た
く
、
か

の
ほ
ら
貝
石
の
音
の
似
る
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
「神
に
賜
は

り
て
持

か
へ
ら
ば
や
」
と
思
ふ
心
い
で
来
て
、
か
に
か
く
に
思
ひ
め

ぐ
ら
せ
ど
、
「神

の
社
に
納
め
た
る
物
を
、
み
だ
り
に
も
ち
ゆ
く
べ
き

に
あ
ら
ず
」
と
思
ひ
わ
づ
ら
へ
る
を
、
(略
)

悩
ん
で
い
る
篤
胤
の
中
で
、
ま
た
何
者
か
が
、
「昨
日
得
た
鹿
の
肩
骨

で
占

っ
て
見
れ
ば
よ
い
、
火
が
な
け
れ
ば
水
を
使
う
と
よ
い
」
と
語
り

か
け
て
き

た
よ
う
だ

っ
た
。
そ
れ
に
従

っ
て
篤
胤
は
肩
骨
を
取
り
出

し
、
「も
し

こ
れ
が
雨
に
濡
れ
な
け
れ
ば
、
石
を
賜
る
と
い
う
こ
と
だ
」

と
拝
ん
で
目
を
あ
け
る
と
、
骨
は
ま

っ
た
く
濡
れ
て
い
な
い
。

「か
た
じ
け
な
し
」
な
ど
云
。ば
か
り
な
く
、
よ
ろ
こ
び

(謝
辞
)

を
白
し
て
た
ま
は
ら
む
と
せ
し
が
、
ま
た
思

へ
る
や
う
、
「神

の
賜

へ

る
こ
と
は
う
た
が
ふ
べ
く
も
無
れ
ど
、
現
世

の
人
の

『盗
と
り
た
り
』

と
思
ふ
べ
け
れ
ば
心
よ
か
ら
ず
。
神
主
に
こ
と
わ
り
て
こ
そ
」
と
思

ひ
、
「
そ
の
家
は
い
つ
こ
な
ら
む
。
も
の
云
ひ
て
こ
そ
ゆ
か
め
」
と
笛

は
も
と
の
所
に
さ
し
お
き
て
、
そ
こ
ら
見
わ
た
す
に
、
右
リ
の
方

の
や

ぶ
こ
し
に
草
屋
ひ
と

つ
あ
り
て
人
あ
り
げ

に
見
ゆ
れ
ば
、
「此
な
め

り
」
と
思

へ
ど
、
ま
こ
と
の
道
を
行
む
に
は

い
と
遠
け
れ
ば
、
う
ば

ら
か
き
わ
け
真
直

に
と
ほ
り
て
其
家

に
至
れ
ば
、
戸
を
さ
し
て
あ

り
。
外
よ
り
声
高
く

「
こ
ゝ
の
八
幡
宮
を
も
り
奉
る
神
主
ど
の
ゝ
家

は
い
つ
こ
に
あ
る
」
と
問
ふ
に
、
し
は
が
れ
た
る
女
の
声
に
て

「神

主
は
な
し
。
宮
の
左
リ
に
見
ゆ
る
寺
な
む
、

御
別
当
な
り
」

と
云
に

ぞ
、
よ
ろ
こ
び
云
ひ
す
て
ゝ
、
そ
こ
も
ま
こ
と
の
道
は
遠
け
れ
ば
半

町
ば
か
り
も
草
か
き
わ
け
て
、
そ
の
寺
に
い
た
り
、
あ
な
い
し
て
戸

を
明
ヶ
た
る
に
、
た
ゝ
み
だ
に
見
え
ぬ
や
れ
寺

に
、
ふ
る
仏
ひ
と
つ
す

ゑ
て
、
六
十
ば
か
り
の
法
師
ひ
と
り
い
ろ
り
の
わ
き
に
、
わ
ら
ぐ

つ

造
り
て
あ
り
。

神
の
許
し
は
得
た
も
の
の
、
人
間
に
も
了
解
を
得
よ
う
と
す
る
篤
胤

は
、
し
か
し
、

こ
れ
に
続
く
別
当
の
僧
と
の
や
り
と
り
で
は
必
ず
し
も

す
べ
て
を
正
直

に
語

っ
て
石
を
得
る
の
で
は
な

い
。
奉
納
さ
れ
て
い
る

他
の
石
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
名
石

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
告
げ
な
い
ま

ま
、
信
心

の
た
め
に
石
を

一
つ
持
ち
帰
ら
せ
て
く
れ
と
頼
み
、
け
げ
ん
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な
顔
を
し
て
渋
る
僧
を
、
明
白
な
嘘
は
つ
か
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
も

慎
重
に
熱
心
に
説
得
す
る
。

「和
尚
さ
ま
は
」
と
問

へ
ば

「我
こ
そ
此
.寺
の
住
持
に
は
あ
れ
」

と
云
ふ
に
、
語
を
ね
も
ご
ろ
に
し
て

「守
し
給
ふ
宮
の
ま
へ
に
、
穴

あ
き
た
る
石
の
こ
ゝ
ら

(多
数
)
あ
る
が
中
を
、

一
つ
得
さ
せ
給
ひ

ね
。
深
く
信
心
す
る
事
の
あ
れ
ば
」
と
い
ふ
に
、
少
し
ま
め
う立
チ
た
る

か
ほ

つ
き
し
て

「
お
ま

へ
が
た
は
い
つ
こ
の
人
な
ら
む
。
神
の
も
の

を
持
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
の
有
ら
む
や
。
殊
に
あ
の
大
き
な
る
石
を
い

か
に
し

て
持
ゆ
か
る
べ
き
」
と
い
ふ
に

「
お
ら
は
江
戸
の
も
の
な
れ

ど
銚
子
よ
り
船
に
乗
り
て
帰
れ
ば
、
た
と

へ
重
く
と
も
銚
子
ま
で
の

こ
と
な
り
。
初
穂
を
奉
ら
む
。
あ
と
に
て
御
酒
を
そ
な
へ
て
、
よ
く

申
て
祭
り
し
た
ま
ひ
て
よ
」
と
い
へ
ば
、
「彼
.石
ど
も
は
村
人
の
玉

ケ
崎

の
石
を
買
.
た
る
中

に
ま
じ
り
た
る
を
、
む
か
し
よ
り

つ
ぎ

く

に
を
さ
め
た
る
な
れ
ば
、
持
ゆ
く
を
見
た
ら
む
に
は
、
腹
を
立
.

べ
し
」
と
い
ふ
。
「然
も
あ
ら
ば
着
た
る
こ
も
の
下
に
引
い
れ
て
行
ク

ベ
し
。
後
に
村
の
人
に
は
よ
く
申
し
給

へ
」
と
い
ひ
て
、
常
蔵
に
も

た
せ
た

る
七
百
文
余
り
の
銭
を
あ
る
だ
け
さ
し
出
し

「
此
を
も
て
御

酒
を
そ
な

へ
、
そ
の
石
を
納
.
た
る
人
に
も
酒
の
ま
せ
給

へ
」
と
云

へ

ば
、
和
尚
す
こ
し
ゑ
が
ほ
に
な
り
て
、
か
し
ら
を
な
で
く

「
さ
あ

ら
ば
、
と
も
か
く
も
信
心
に
ま
か
せ
給

へ
」
と
云
ふ
を
聞
く
と
、
直

に
よ
ろ
こ
び
云
で

寺
を
い
で
、
も
と
来
し
藪
に
立
。
入
れ
ば
、
戸
口

ま
で
立
出
て

「
そ
の
藪
に
は
、
ば
ら
が
あ
る
ぞ
、
心
し
給

へ
。
さ
て

も

あ

の
大

き

な

る
石

を

何

せ

む

と

て
江

戸

ま

で
持

帰

る

や

ら

む
。

け

し

か

ら

ぬ
人

ぞ

」

な

ど

、

い

ひ

つ
ゝ
あ

る

を

、

き

ゝ
す

て
、

も

と

の

所

に
ま

ゐ

り
、

ま

た

よ

ろ

こ
び

を

白

し

て
笛

を

賜

は

り

、

常
蔵

が

き

た

る

い
な

だ

わ

ら

の
下

に
も

た

せ

て
、

坂

を

下

る

ほ
ど

、

こ

の
男

ひ

ぢ

(
泥

)

に
す

べ

り

て
、

し

り

つ
き

た

る
と

き

、

下

な

る

石

に
う

ち

あ

た

り

て
、

笛

の

口

の
か

た

は
ら

に

ひ

ゞ
き

め

付

キ
た

り
。

「
あ

な

か

な

し
。

ま

た

も

や

然

る

こ
と

の
有

,.む

か

」

と
、

こ

ゝ
う

も

と

な

く

て
、

み
つ

か

ら

に

(
自

分

で
)

も

ち

来

つ
る
な

り

。

す

な

は

ち

常
蔵

が

よ

く
見

聞

た

る

こ
と

な

り
。

篤
胤
の
話
に

一
同
は
驚
き
、
篤
胤
の
見
た
夢
も
、
二
人
が
道
を
ま
ち

が

っ
た
こ
と
も
、
鹿
の
肩
骨
を
得
た
こ
と
も
、
す
べ
て
は
こ
の
石
を
得

さ
せ
よ
う
と
い
う
八
幡
神
の
配
慮
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
思

い
や
る
。
村
か
ら
離
れ
て
も
う
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
、
篤
胤
に
頼
ん
で
吹

い
て
も
ら

っ
た
笛
の
音
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。

一
里
ば
か
り
行
キ
た
る
に
雨
も
や

ゝ
ふ
り
や
み
た
り
。
「
こ
ゝ
は

彼
・村
に
遠
け
れ
ば
、

い
ざ

一
ふ
き
吹
て
き
か
し
め
給

へ
」

と
申
せ

ば
、
「今
少
し
行
ク
さ
き
に
見
ゆ
る
山
峡
に
て
吹
キ
た
ら
む
に
は
、
殊
に

音
よ
か
る
べ
し
」
と
て
、
そ
こ
に
至
り
て
ふ
ろ
し
き
も
て
土
を
ぬ
ぐ

ひ
、
穴
の
中
な
る
土
を
も
と
り
て
、
吹
な
ら
し
給
ふ
に
、
い
と
な
り

高
く
神
々
し
く
う
る
は
し
く
も
遠
音
に
響
き
渡
れ
る
事
、
ほ
ら
貝
の

耳
の
底

つ
き
通
す
如
き
に
は
又
似
も

つ
か
ず
。
山
彦
に
ご
た
へ
と
ゞ
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ろ
く
お
と
は
、
は
た
ゝ
神

(雷
神
)
に
似
た
れ
ど
、
う
る
は
し
く
き

こ
ゆ
。

そ
の
音
は
ら
ぬ
ち

(腹
内
)
に
う
る
は
し
く
ひ
穿
き
こ
た
へ

て
、
心
の
む
す
ぼ

ゝ
れ
た
ら
む
も
、
と
み
に
解
べ
き
や
う
に
お
ぼ
ゆ
。

な
ほ
た

へ
な
る
音
色
に
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
は
詞
に
の
べ
難
し
。
さ
て
笛

は
ふ
ろ
し
き
に

つ
ゝ
み
て
常
蔵
に
せ
た
り
も
た
せ
て
、
た
そ
が
れ
の

頃
窒
通

が
家
に
帰
り
つ
き
給
ひ
ぬ
。

一
行
の
小
旅
行
は
こ
う
し
て
終
わ

っ
た
が
、
紀
行
は
ま
だ
続
い
て
い

る
。
そ
の
夜
、
集
ま

っ
た
弟
子
た
ち
の
前
で
篤
胤
は
石
笛
を
吹
い
て
見

せ
、
以
後
も
朝
の
神
拝
の
た
び
ご
と
に
吹
き
鳴
ら
し
た
。
篤
胤
が
吹
き

慣
れ
る
に
し
た
が

っ
て
、
音
色
は
ま
す
ま
す
美
し
く
神
々
し
く
な

っ
て

い
っ
た
。

そ
し
て
五
月
十
八
日
、
篤
胤
は
弟
子
た
ち
に
別
れ
を
惜
し
ま
れ
な
が

ら
銚
子
を
出
立
し
て
江
戸

へ
と
帰

っ
て
行
く
。

石
笛
は
丁
寧

に
荷
造
り
し

て
篤
胤
よ
り
先

に
江
戸

へ
着
く
よ
う
に

送

っ
て
あ

っ
た
の
だ
が
、
そ
の
年

の
十
月

に
嘉
長
が
江
戸

に
篤
胤
を
訪

ね
る
と
、
石
笛
を
見
せ
ら
れ
た
。
常
蔵
が
転
ん
だ
時

に
つ
い
た
傷
を
何

と
か
直
し

て
ほ
し
い
と
、
毎
朝
、
八
幡
神
社

に
お
参
り
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
深
い
ひ
び
が
い
つ
か
浅
く
な

っ
て
、
ほ
と
ん
ど
目

に
と
ま
ら
な
く

な

っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
見
る
と
そ
の
通
り
だ

っ
た
。
翌
年

の
二
月
に

窒
通
が
訪
れ
た
時

に
は
、
傷
は
更

に
め
だ
た
な
く
な

っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
篤
胤
か
ら

「
こ
の
ふ
え
を
得

つ
る
こ
と
の
趣
は
、
そ
こ
と
嘉
長
が

い
と
よ
く
知

れ
ゝ
ば
、
国

に
帰
り
て
の
ち
い
と
ま
あ
ら
む
と
き
、
二
人

し
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
か
き
記
し
お
き
て
よ
」
と
の
依
頼
を
受
け
た
と

い
う
。

末
尾

に
は
、
玉
ケ
崎
神
社
の
霊
木
の
松

の
由
来
と
絵
図
が
付
さ
れ

る
。
も
と
は

一
枚
摺
の
縁
起
で
あ

っ
た
も
の
を
写
し
た
と
の
注
記
が
あ

る
。

6

物
語
の
構
築

谷
省
吾

『平
田
篤
胤

の
著
述
目
録

研
究
と
覆
刻
』
(昭
和
五

一

皇

学
館
大
学
出
版
部
)
は
、
篤
胤

の
著
述
目
録

に

つ
い
て
、
詳
細
に
検
討

し
て
三
種
類

に
分
類
し
た
後
、
「以
上
考
察
し
た
三
種
類

の
書
目
の
ほ

か
に
い
ま
ひ
と

つ
併
せ
て
見
て
お
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は

『門

人
著
書
類
』
と
題
す
る
書
目
で
あ
る
。
そ
れ
は

『入
学
問
答
』
刊
本
に

『伊
吹
能
舎
先
生
著
撰
書
目
』
と
共
に
、
そ
れ
に
続
け
て
附
録
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
ほ
か
に
異
本
は
な
い
」
と
述

べ
て
、
「有
力
な
門
人
た
ち
の

著
書
」
を
掲
載
し
た
、
こ
の

『門
人
著
書
類
』
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、

「
こ
ゝ
に
見
え
る
書
物
は
、
門
人
の
誰
か
の
著
作
で
は
あ
る
も
の
の
、

実
は
篤
胤

の
著
述
と
言

っ
て
よ
い
も
の
、
は
じ
め
篤
胤
の
筆
を
下
し
た

も
の
を
門
人
が
う
け
つ
い
で
完
成
し
た
も
の
、
篤
胤
の
特
別
の
命
に
よ

つ
て
書
か
れ
た
も
の
、
篤
胤
が
特
に
推
薦
し
て
ゐ
る
も
の
」
が
収
録
さ

れ
て
お
り
、
「題
目

の
下
に

『稿
成
り
て
師
の
閲
覧
を
経
た
る
書
の
み
挙

た
り
』
と
注
記
し
て
ゐ
る
の
は
、
決
し
て
軽
い
意
味
で
は
な
い
」
と
指

摘
す
る
。
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同
書
が
収
録
す
る

『門
人
著
書
類
』
の
翻
刻
に
、
『天
石
笛
之
記
』
は

次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

石
笛
記

一
巻

宮
内
嘉
長

石
上
襲
通

こ
は
去
し
文
化
十
三
年
に
、
師
.大
人
の
、
鹿
島
香
取
の
二
宮
に
参

詣
た
ま
ひ
し
序
に
、
銚
子
に
も
の
し
給
ふ
時
し
も
、
石
笛
を
得
給

へ

る
事
を
記
し
、

且
此
,物
の
由
来
を
も
、

師
説
に
依
て
記
せ
り
。

気

吹
.舎
と
号
け
ら
れ
し
は
、
こ
の
故
な
り
。

ま
た
、
谷
氏
は

「
『石
笛
記
』
は

『気
吹
舎
』
と
い
ふ
号
の
由
来
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
」
と
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、

更
に
前
出

の
谷
氏

の
分
類
を
使
用
す
る
な
ら
ば

『天
石
笛
之
記
』
は

「
篤
胤
の
特
別
の
命
に
よ

つ
て
書
か
れ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
ま
た
、
こ
の
目
録

の
性
格

に
関
し
て
の
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『天
石
笛
之
記
』
に
は
篤
胤
自
身

の
嗜
好
や
見
解
も
相
当
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
書
い
た
よ
う
に
私

が
こ
の
書
を
紀
行
と
し
て
は
や
や
異
色
な
も
の
と
い
う
印
象
を
抱
く
の

は
、
多
く

の
紀
行
に
あ
り
が
ち
な
雑
多
な
記
事

の
混
入
や
、
必
ず
し
も

全
体
の
統

一
に
こ
だ
わ
ら
な
い
形
式
の
ゆ
る
や
か
さ
が
な
く
、
全
体
が

一
つ
の
読
み
物
と
し
て
緊
密
な
構
成
を
有
し
て
い
る
点

で
あ
る
。

引
用
し
た
部
分
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
用
語
な
ど
は
擬
古
文
調

だ
が
、
め
り
は
り
が
あ

っ
て
起
伏
に
富
ん
だ
文
体
は
む
し
ろ
俗
文

に
近

い
も
の
を
持

つ
。
更
に
印
象
的
な
の
は
、
拾

っ
た
獣
の
骨
も
、
地
元
の

案
内
者
と
し
て
登
場
す
る
源
六
も
、
い
ず
れ
も
欠
か
せ
な
い
役
割
を
負

わ
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
て
が
篤
胤
が
石
笛
を

得
る
と
い
う

一
点
に
向

か

っ
て
収
敏
し
て
行
き
、
そ
の
伏
線
と
な
ら
な

い
よ
う
な
無
駄
な
記
事

は
皆
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
石
笛
に
つ
い
た
傷
に
つ
い
て
も
、
最
後

に
そ
れ
が
消
え
る
と
い
う
結
末
ま
で
を
書
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
作
品
は

終
わ
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
転
ん
で
石
笛
を
傷

つ
け
る
常
蔵
も
ま

た
、
そ
の
傷
が
後
に
ひ
と
り
で
に
修
復
す
る
と

い
う
奇
跡
を
実
現
さ
せ

る
原
因
を
作
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
担
う
。
荷
物
持
ち
の
従
者
に
過

ぎ
な
い
こ
の
よ
う
な
人
物
ま
で
が
、
こ
れ
だ
け
有
効
に
活
躍
す
る
紀
行

を
他
に
私
は
知
ら
な
い
。

「気
吹
舎
」
と
改
号
す
る
重
要
な
き

っ
か
け
と
な

っ
た
石
笛
の
拾
得

の
記
録
で
あ
る
と
は
言
え
、
石
笛
を
拾
得
し
た
と
い
う
事
実
を
も

っ
と

現
実
的
に
雑
然
と
記
す
方
法
も
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
こ
に

は
や
は
り
篤
胤
の

一
つ
の
選
択
が
あ
り
、
嗜
好
が
あ
る
と
言

っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

田
原
嗣
郎

『人
物
叢
書

平
田
篤
胤
』
は

『霊
の
真
柱
』
中
の
篤
胤

自
身
の

「篤
胤
は
何
事
も
、
神
代
の
伝

へ
と
、
事
実
と
に
徴

考

へ
て
理

の
灼
然
こ
と
は
、
え
し
も
黙
止
さ
ず
、
考

へ
及
ば
む
か
ぎ
り
は
、
い
は

む
と
す
る
な
り
」
を
引
用
し
て
、

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
理
と
い
う
言
葉
で
あ

う40一



る
。
村
岡

(典
嗣
)
は
平
田
学
の
方
法
は

「す
べ
て
あ
る
べ
き
も
の

と
い
ふ
理
が
先
行
し
て
、
し
ひ
て
古
典
に
そ
の
証
拠
を
求
め
る
と
い

ふ
た
ぐ
ひ
」
だ
と
い
う
が

(『
宣
長
と
篤
胤
』
)
、
こ
の
理
も
同
様

で
、

そ
れ
は
例
え
ば
白
昼
、
犬
が
白
壁
に
む
か

っ
て
吠
え
る
場
合
、
そ
の

壁
の
前

に
不
可
視
の
妖
怪
が
い
る
と
考
え
る
の
が

「理
」
に
か
な
う
、

と
い
う
と
き
の

「
理
」

で
あ

っ
て
、
著
し
く
主
観
的

・
恣
意
的
な
性

格
を
も

つ
。

と
篤
胤

の
古
典
学

の
方
法
を
規
定
し
、
「平
田
学

に
お
け
る
道
閥
現

実
的
規
範

が
、
天
地
初
発
以
来

の
古
代
の
事
実
を
支
柱
と
し
て
、
は
じ

め
て
成
立

つ
と
い
う
構
造
的
特
質
」

(田
原
氏
、

同
書
)
を
も
指
摘
す

る
。
そ
れ
ら
と
も
共
通
す
る
、
と
も
す
れ
ば
混
沌
と
し
て
ま
と
ま
り
の

な
い
現
実

を
、
時
に
は
空
想
も
交
え
つ
つ
、
鮮
や
か
に
わ
か
り
や
す
い

物
語
と
し

て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
、
こ
の
紀
行
に
は
強
く
感

じ
る
。
十
月

に
嘉
長
が
訪
れ
て
、
石
笛
が
修
復
さ
れ
た
の
を
見
せ
ら
れ

た
際
、
ひ
と
月
前
に
亡
く
な

っ
た
次
男
の
こ
と
が
ま

っ
た
く
登
場
し
て

い
な
い
の
も
、
同
様

の
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
紀
行
の
世

界
を
そ
れ
独
自

の
統

一
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
配
慮
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。

7

リ
ア
ル
な
人
物
像

だ
が
、

そ
う
や

っ
て
構
築
さ
れ
た
物
語
が
、
こ
の
紀
行
の
場
合
、
必

ず
し
も
荒
唐
無
稽
で
奇
矯
な
幻
想
や
無
味
乾
燥

で
生
硬
な
教
義
め
い
た

も
の
に
な

っ
て
い
な
い
の
は
、
た
と
え
ば
、
引
用
し
た
部
分
の
篤
胤
と

僧
と
の
や
り
と
り
に
見
る
よ
う
な
リ
ア
ル
さ
だ
ろ
う
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
場
面
で
の
篤
胤
の
発
言
や
行
動
は
必
ず
し

も
理
想
的
な
も
の
で
は
な
い
。
神
の
許
し
を
得
た
と
は
言
え
、
村
を
遠

ざ
か
る
ま
で
は
師
弟
と
も
ど
も
話
も
で
き
な
い
よ
う
な
緊
張
の
中

で
石

を
隠
し
て
足
を
早
め
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
状
況
で
、

こ

の
石
が
得
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
当
時
の
人

に
、
ま
た
後
代
に
、
ど

の
よ
う
に
う
け
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
、
私
は
ま
だ
充
分
に
判

断
す
る
資
料
を
持
た
な
い
。
だ
が
、
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
篤
胤
の

伝
記
研
究
に
お
い
て
こ
の
紀
行
が
黙
殺
さ
れ
が
ち
だ

っ
た
の
は
、
あ
る

い
は
こ
こ
に
描
か
れ
た
篤
胤
の
姿
が
、
彼
に
心
酔
し
た
研
究
者

の
人
々

に
と

っ
て
は
、
や
や
胡
乱
な
部
分
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ

っ
た
こ
と
も

一
因
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
だ
、
文
学
作
品
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
こ
の
紀
行

の
最

大
の
魅
力
は
、
こ
の
部
分
の
篤
胤
像
で
あ
る
。
読
者
は
、
石
笛
の
傷
が

ひ
と
り
で
に
修
復
し
た
と
い
う
奇
跡
や
、
そ
の
霊
妙
な
音
色

の
説
明
よ

り
は
、
雨
に
濡
れ
泥
に
汚
れ
て
巨
大
な
石
を
抱
え
な
が
ら
稲
俵
の
中
か

ら
お
さ
え
き
れ
な
い
笑
い
を
も
ら
し
て
歩
い
て
来
る
篤
胤
や
、
神
が
許

し
た
か
ら
と
黙

っ
て
石
を
拾

っ
て
来
る
だ
け

の
度
胸
は
な
く
、
か
と

言

っ
て
拒
絶
さ
れ
る
の
を
覚
悟
で
正
直
に
す
べ
て
を
話
す
ほ
ど
の
誠
実

さ
も
な
く
、
石
の
管
理
者
の
僧
と
微
妙
な
交
渉

を
す
る
く
だ
り
に
、
最

も
鮮
烈
な
印
象
を
う
け
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
に
は
作
ら
れ
た
聖
人
像

一41う



で
は
な
い
、
生
々
し
い

一
人
の
研
究
者
の
姿
が
躍
動
し
て
い
る
。

綿
密
に
配
慮
さ
れ
た
構
成
と
は
共
存
す
る
の
が
困
難
な
は
ず
の
、
こ

の
よ
う
な
既
成
の
概
念
に
束
縛
さ
れ
な
い
人
物
像
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
生
ま
れ
得
た
の
か
。
こ
れ
も
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
こ

の
件
の

一
部
始
終
を
記
せ
と
言
わ
れ
た
二
人
の
若
い
弟
子
に
と

っ
て
、

最
も
記
憶

に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
師
の
姿
で
あ

り
、
そ
の
時
に
師
が
夢
中
に
な

っ
て
熱

っ
ぽ
く
話
し
た
に
違
い
な
い
石

笛
獲
得
に
至
る
ま
で
の
僧
と
の
や
り
と
り
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼

ら
は
い
わ
ば
深
い
配
慮
な
ど
は
な
く
、
記
憶

に
残
る
そ
の
感
動
を
素
直

に
記
し
た
。
篤
胤
も
ま
た
、
読
め
ば
そ
の
記
事

に
抵
抗

で
き
な
い
魅
力

を
感
じ
て
、
さ
し
て
手
を
加
え
ず
に
そ
の
ま
ま
に
す
る
だ
け
の
文
学
的

な
感
覚
、

あ
る
い
は
現
実
を
受
容
す
る
余
裕
は
有
し
て
い
た
の
で
は
な

か

っ
た
ろ
う
か
。

と
は
言

う
も
の
の
、
実
際
に
ど
の
程
度
篤
胤
が
こ
れ
ら
の
部
分
に
筆

を
加
え
た
の
か
、
現
存
す
る
資
料
か
ら
は
判
断
の
し
よ
う
は
な
い
。
ま

た
、
こ
の
紀
行
は
結
局
出
板
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ

は
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
篤
胤
像
と
何
か
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
『天
石
笛
之
記
』
は
そ
の
よ
う
な
点
で
も
な
お
多
く
の
疑
問
を
残

し
、
興
味
を
抱
か
せ
る
作
品
で
あ
る
。

注拙
稿

「
日
柳
燕
石

の

『
旅

の
恥
か
き
捨

て
の
日
記
』
に

つ
い
て
」
(
「福

岡
教

育
大
学
紀
要
」
第

四
六
号
)
参
照
。

拙
稿

「
花

の
紀
行
」
(
ぺ
り
か
ん
社
刊

『
江
戸

の
旅
と
文
学
』
所
収
)
参

照
。

篤
胤
作

の

『磐
笛
之

記
』
な

る
書
は
な

い
。
『
天
石
笛
記
』

の
こ
と
で
あ

る

な
ら
、
宮
内

ら
の
作

で
あ
り
、
こ
の
記
述
は
誤
り

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

が
篤
胤

の
校
閲

を
う
け
た
も

の
で
あ

り
、
自
著

と
等

し
い
と

の
判
断
も
可

能

で
は
あ
る
。

渡

辺
金

造

『
平
田
篤
胤
研
究
』

の
冒
頭

口
絵

に
は
石
笛

二
個

の
写
真
が
あ

り
、
「天

の
磐
笛

(
平
田
家
蔵

)
」
と
し
て
詳

し
い
解
説

が
付

せ
ら
れ

る
。
ま

た
同
書
は
篤
胤
宅

に
来

た
天

狗
小

僧

の
寅
吉

が
石
笛
を
吹

い
て
喜
ん
だ
話

を
紹
介

し
て
い
る
。
な
お
、
『
平
田
篤
胤
大
人
展
図
録
』
(秋
田
市
立
赤
れ
ん

が
郷
土
館
編

一
九
八
九
年
十

二
月
)
に
も
、
千
葉
県
熊

野
神
社
蔵

の

「
岩

笛
」
と
千
葉
県
玉
崎
神
社
蔵

の

『
磐
笛
能
記
』
の
写
本

一
冊

の
写
真
が
あ
る

が
、
実
物

は
私

は
見

て
い
な

い
。

静
嘉
堂
文
庫

二

一
五
〇
六

「石
笛

乃
記
」
(青
色
表
紙
、
二
六
.
七

×

一
八
.

五

㎝
)

・
同

二

一
五
〇
七

「
天
磐
笛
記
」
(青
色
表
紙
、
二
六
.
五

×

一
九
.

○

㎝
)

・
同

二

一
五
〇
八

「
磐
笛

の
記
」
(青
色
表

紙
、
二
七

.
五

×

一
八
.

九

㎝
)

・
無
窮
会

図
書
館
神
習
文
庫
六
八

五
五

「
天
石
笛
之
記
」
(紺
色
表

紙
、

二
六
.

八

×

一
九
.

一
Ⅲ
)

・
国
会

図
書
館

Y
D
I
今

二
九
六
九

「
天
石
笛
之
記
」

・
慶
応
大
学
斯
道
文
庫

「
天
磐
笛
記
」

・
東
北
大
学
狩
野

文
庫
二
ー

一
四
二
四

「石
笛
乃
記
」

・
東
洋
大
学

「
天
の
磐
笛

の
記
」
。
(
い

ず
れ

の
書

も
奥
書

を
有

し

て
い
な
い
。
)
他

に
豊
橋
市
立
図
書
館

の

一
本
が

あ
が
る
。
ま
た
注

7
の
図
録

に
は
玉
崎
神
社

の

一
本

の
写
真

が
紹
介
さ
れ

る
。

「
門
人

姓
名
録
」

の

〔笛
〕
等

の
書
き
入
れ

は
出
板
助
成
を
し
た

こ
と
を
示

す
と
い
う
。

〔笛
〕
は

『
天
石
笛
之

記
』

で
あ

ろ
う

が
、
現
存
す
る
板
本
は

な
く
、
す

べ
て
写
本

で
伝
わ

っ
て
い
る
。
渡
辺
金
造

『
平
田
篤
胤
研
究
』
が

紹
介

す
る
文
化
十
四
年
九
月

二
十

一
日

の
夏
目
甕
麿
宛
書
簡

に
は

「石

笛
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記
入
御
覧
候
。
相
済
次
第
早

々
御

返
可
被
下
候
。
何
卒
御
詠
歌

願
度

候
。
さ

て
複
本
な
き
も

の
に
御
座
候
」

と
あ

っ
て
、

こ
の
時
点

で
も
出
板
さ
れ

て

は
い
な

い
。

渡
辺
玄
禄
。
文
化
十

一
年

に
入
門
。

こ
の
旅

の
時

は
六
十
五
歳
。
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