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狭

三五
日口

解

衣

物

中
将
の
御
笛
K
な
り
て
、

帝
「
き
て
い
か
に
u

仕
う
奉
る
ま
じ
き
か
。
」

と
、
度
々
ま
め
や
か
な
る
御
気
色
K
て
責
め
さ
せ
給
へ
ば
．
い

と
わ
び
し
う
、
「
か
う
と
知
ら
ま
し
か
ば
参
ら
ざ
ら
ま
し
も
の
を
」

と
、
悔
し
け
れ
ど
、
の
が
る
べ
き
方
な
く
て
、
笛
も
初
々
し
げ
陀

取
り
な
し
て
、
殊
K
人
の
聞
き
知
ら
ぬ
調
子
一
つ
ば
か
り
吹
き
鳴

釦
蜘

L
L

ら
し
給
へ
る
を
、
上
は
、
出
固
に
は
聞
き
つ
れ
ど
、
い
と
か
く
ま
で

は
思
し
召
さ
ぎ
り
つ
る
を
、
今
ま
で
耳
馴
ら
さ
ぎ
り
け
る
恨
め
し

き
を
、
引
き
返
し
仰
せ
ら
れ
て
、
め
で
驚
か
せ
給
ふ
き
ま
い
と
こ

ち
た
し
。
聞
く
限
り
の
人
々
も
、
さ
ら
K
こ
の
世
の
物
の
音
と
も

聞
え
ぬ

K
、
涙
も
と
ど
め
難
け
れ
ど
、
な
か
な
か
な
る
程
に
て
止

み
ぬ
る
を
、

帝
「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
。
」

と
、
責
め
宜
は
す
れ
ど
、
’
：
苦

狭
「
た
だ
か
ば
か
り
な
む
大
臣
の
戯
れ
K
教
へ
侍
り
て
、
と

れ
よ
り
ほ
か
に
は
す
べ
て
覚
え
候
は
ず
。
」

釈

(11) 

本

義

田
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と
、
奏
し
給
ふ
を
、

与

を

ら

E
と

帝
「
い
と
う
た
て
‘
虚
一
言
を
さ
へ
つ
き
づ
き
し
く
も
言
ふ
か

な
。
大
臣
の
笛
の
音
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
め
り
。
す

べ
て
か
く
苦
し
と
思
は
れ
ば
、
さ
ら
に
言
は
じ
。
」

と
、
仰
せ
ら
る
れ
は
、
い
と
わ
び
し
う
て
．
皇
太
后
宮
の
姫
君

た
ち
な
ど
の
、
上
の
御
局
K
お
は
し
ま
す
と
ろ
に
て
、
「
心
K
く

き
御
あ
た
り
K
何
事
も
残
り
な
く
闘
か
れ
奉
ら
じ
」
と
思
ふ
方
さ

へ
い
と
ど
し
き
な
る
べ
し
。

，ーー、
口

訳

狭
衣
中
将
の
お
笛
の
番
に
な
っ
て
、

帝
「
さ
て
、
ど
う
だ
。
吹
い
て
聞
か
せ
な
い
つ
も
り
か
。
」

と
、
た
び
た
び
ま
じ
め
な
ど
様
子
で
お
責
め
に
な
る
の
で
、
た
い

そ
う
困
っ
て
．
「
も
し
前
も
っ
て
こ
う
と
知
っ
て
い
た
ら
参
内
し
な

か
っ
た
で
し
主
う

K
」
と
残
念
だ
け
れ
ど
、
の
が
れ
る
方
法
も
な
く

て
、
笛
も
初
心
者
ら
し
く
と
り
あ
っ
か
つ
て
、
わ
ぎ
と
人
の
聞
き
知



ら
ぬ
調
子
一
つ
だ
け
吹
き
鳴
ら
し
な
さ
っ
た
の
を
、
帝
は
噂
K
ば
聞

い
て
い
た
が
、
ひ
ど
く
こ
ん
な
K
ま
で
う
ま
い
と
は
思
っ
て
お
ら
れ
な
か

っ
た
が
．
今
ま
で
耳
K
な
れ
る
ほ
ど
K
も
閉
、
か
な
か
っ
た
恨
め
し
き

を
、
く
り
か
え
し
仰
せ
ら
れ
て
．
ほ
め
て
は
び
っ
く
り
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
様
子
は
、
ひ
ど
く
仰
々
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
聞
い
て
い
る
す

べ
て
の
人
達
も
、
全
く
こ
の
世
の
物
の
音
と
も
聞
え
な
レ
の
で
、
涙

も
と
ど
め
に
く
い
け
れ
ど
、
か
え
っ
て
聞
か
ぬ
が
ま
し
と
思
わ
れ
る

程
で
お
わ
っ
た
の
を
、

帝
「
全
く
け
し
か
ら
ぬ
振
舞
U

」

と
お
っ
し
干
っ
て
お
責
め
に
な
る
け
れ
ど
、

狭
「
た
ど
こ
れ
だ
け
を
父
大
臣
が
戯
れ
に
教
え
な
さ
っ
て
、
こ

れ
よ
り
ほ
か
は
す
べ
て
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
」

と
申
し
上
げ
な
さ
る
の
を
、

帝
「
全
く
け
し
か
ら
ん
、
嘘
ま
で
も
っ
と
も
ら
し
く
言
う
こ
と

ょ
。
大
臣
の
笛
の
音
陀
は
似
て
い
る
と
も
思
え
な
い
よ
う
だ
。

す
べ
て
こ
の
よ
う
K
笛
を
吹
く
と
と
を
苦
し
い
と
お
思
い
に

な
る
の
な
ら
、
も
う
決
し
て
言
い
ま
す
ま
い
。
」

と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
、
た
い
そ
う
困
っ
て
し
ま
っ
て
、
皇
太
后
宮

の
姫
君
達
な
ど
が
、
上
の
御
局
K
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
ろ
で
、
「
奥
ゆ

か
し
い
御
方
々

K
何
事
も
残
り
な
く
聞
か
れ
申
す
ま
い
」
と
思
う
方

面
ま
で
が
な
お
一
一
層
つ
の
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
注
詑
〕

o
初
々
し
げ
に
い
か
に
も
ま
だ
持
ち
馴
れ
な
い
と
い
っ
た
風
に

初
心
者
ら
し
く
わ
ざ
と
心
許
な
い
持
ち
方
を
し
て

U

0

引
き
返
し
朝
日
の
日
本
古
典
全
書
本
の
頭
註
K
は
「
過
去
に

糊
っ
て
仰
せ
ら
れ
て
」
と
あ
る
が
、
「
く
り
か
え
し
」
と
訳
し
て

お
い
た
。
辞
書
類
を
見
る
と
、
一
般
に
「
前
と
変
わ
っ
て
」
の
解

し
か
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
で
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
で

「
過
去
に
糊
っ
て
」
の
解
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新

明
解
古
語
辞
典
に
は
「
前
と
変
わ
っ
て
」
の
ほ
か
に
「
く
り
返
し
」

の
解
も
設
け
て
、
源
氏
・
宿
木
の
「
御
文
を
：
・
j

i
－
－
－

I
L
l－

見
ゐ
給
へ
り
」
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
L
も
、
こ
の
解
K
従

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

0

と
の
挫
の
物
の
音
「
物
の
音
」
を
音
楽
と
限
定
し
て
も
よ
い

け
れ
ど
、
も
っ
と
広
く
こ
の
世
で
は
こ
ん
な
よ
い
音
は
聞
か
れ
な

い
と
み
た
方
が
面
白
く
は
あ
る
ま
い
か
。

O

な
か
な
か
な
る
程
も
っ
と
闘
き
た
い
の
に
、
わ
ず
か
ば
か
り

で
止
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
む
し
ろ
聞
か
な
い
方
が
よ

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
笛
の
音
の
す
ば
ら
し
さ
に
対
す
る
ほ
め
こ

と
ば
。

0

い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
「
決
し
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
と
と
」

で
、
と
と
で
は
「
も
っ
て
の
ほ
か
の
振
舞
」
と
か
「
全
く
け
し
か

ら
ぬ
振
舞
」
と
か
の
意
と
な
る
。

O

大
臣
狭
衣
中
将
の
父
、
堀
川
大
臣
の
と
と
、
嵯
峨
帝
の
兄
。

o
あ
ら
ざ
め
り
「
ざ
る
め
り
」
が
音
韻
変
化
で
「
ざ
ん
め
り
」

と
な
り
、
当
時
「
ん
」
を
表
記
す
る
文
字
が
な
か
っ
た
た
め
、
何

も
書
か
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
零
表
記
で
あ
る
。
よ
っ
て
読
む

時
は
「
ん
」
を
い
れ
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。

0

皇
太
后
宮
の
姫
君
た
ち
皇
太
后
宮
ば
今
上
嵯
峨
帝
の
后
。
そ

の
姫
君
た
ち
は
三
人
居
ら
れ
る
が
、
女
一
宮
は
当
時
斎
院
な
の
で
、

38ー



今
こ
こ
に
は
居
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
L
K
居

ら
れ
る
の
は
女
二
宮
と
女
三
宮
と
で
あ
ろ
う
。
女
二
宮
は
狭
衣
と

の
聞
に
若
宮
を
産
む
と
と
に
な
る
が
、
表
面
上
は
皇
太
后
宮
の
子

と
し
て
扱
わ
れ
る
。
女
二
宮
は
狭
衣
に
降
嫁
の
予
定
で
あ
っ
た
が

そ
れ
以
前
の
こ
と
で
、
皇
太
后
宮
は
栢
手
が
狭
衣
で
あ
る
こ
と
を

ど
存
知
な
く
、
や
む
を
待
ず
自
分
の
子
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
「
皇
太
后
宮
の
姫
君
た
ち
」
を
登
場
さ
ゼ
、
「
心
K
く
き
御

あ
た
り
に
何
事
も
残
り
な
く
聞
か
れ
奉
ら
じ
」
と
狭
衣
に
言
わ
せ

た
の
は
、
後
K
女
二
宮
と
狭
衣
が
交
渉
す
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の

状
線
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
皇
太
后
と
は
、
一
般
K
は
先
帝
の
皇
后
で
今
上
の
母
を
さ

す
の
で
あ
る
が
、
こ
L

で
は
今
上
の
后
を
き
し
て
い
る
。
こ
れ
は

次
の
よ
う
な
歴
史
上
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
じ

後
冷
泉
天
皇
治
世
の
最
後
の
年
、
治
歴
凹
年
（
一

O
六
八
）
陀

藤
原
教
通
女
歓
子
が
女
御
か
ら
皇
后
陀
上
ら
れ
た
の
で
、
皇
后
寛

子
（
頼
通
女
）
は
中
宮

κ、
中
宮
章
子
（
後
一
条
天
皇
皇
女
）
は

皇
太
后
に
上
ら
れ
、
三
后
並
立
の
例
が
開
か
れ
た
。

右
の
歴
史
上
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
ム
7

上
の
后
を
皇
太
后
と
称

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
「
狭
衣
物
語
」
の
成
立
も
、
後
冷

泉
天
皇
以
前
K
糊
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
な
お
「
狭

衣
物
語
」
の
作
者
は
、
「
六
条
斎
院
蝶
子
内
親
王
宣
旨
」
説
が
有

力
で
あ
る
が
、
こ
の
人
は
源
隆
国
の
妻
と
い
わ
れ
、
と
の
隆
国
の

力
添
で
楳
子
内
親
王

K
出
仕
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
、
ま
た

そ
の
隆
国
は
、
藤
原
頼
通
に
最
も
愛
さ
れ
た
側
近
で
あ
り
、
そ
の

頼
通
の
女
が
、
三
后
並
立
の
時
の
皇
后
寛
子
で
あ
る
。

な
お
、
嵯
峨
滑
の
后
に
は
．
こ
の
方
が
皇
太
后
で
、
狭
衣
の
父

堀
川
大
臣
と
坊
門
上
と
の
聞
に
産
れ
た
姫
君
が
中
宮
で
、
と
の
方

に
は
皇
子
が
産
ま
れ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
皇
子
誕
生
の
際
、
こ
の

方
が
中
宮
K
な
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
姫
君
方
の
母
親
が
皇
太
后
陀

上
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

O

上
の
御
局
后
・
女
御
な
ど
が
常
の
局
の
ほ
か
に
、
清
涼
殿
の

夜
御
殿
の
北
の
方
K
賜
わ
る
室
。
そ
の
東
の
方
を
弘
徽
殿
の
上
の

御
局
と
い
い
、
西
の
方
を
藤
壷
の
上
の
御
局
と
い
う
。
ま
た
源
氏

物
語
K
お
け
る
桐
壷
更
衣
の
よ
う
に
、
更
衣
で
も
賜
わ
る
こ
と
が

あ
る
。
桐
壷
更
衣
の
場
合
は
後
涼
殿
の
一
室
を
賜
わ
っ
た
。

0

心
K
く

き

御

あ

た

り

「

心

K
く
き
御
あ
た
り
」
と
は
、
前
記

姫
君
た
ち
の
こ
と
で
、
狭
衣
は
か
ね
て
と
の
姫
君
た
ち
に
関
心
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
心
K
く
き
」
と
は
「
心
に
く
く
思
わ
れ

る
ほ
ど
物
事
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
、
と
L

で
は
姫
君
た
ち

の
教
養
な
ど
が
非
常
に
高
く
て
、
奥
ゆ
か
し
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

Q
d
 

qδ 

ルE
M

，、，，。

月
も
と
う
入
り
て
お
前
の
燈
簡
の
火
ど
も
昼
一
の
よ
う
な
る
ほ
影

k
・
か
で
り
は
い
と
ど
光
り
ま
さ
り
て
、
柱
K
寄
り
居
て
、
ま
め

や
か
に
位
ぶ
位
ぶ
吹
き
出
で
給
へ
る
笛
の
音
、
雲
居
を
ひ
び
か
し

給
へ
る
に
、
帝
を
始
め
奉
り
て
、
九
重
の
内
の
艇
の
静
ま
で
聞
き

驚
き
涙
を
落
さ
ぬ
は
な
し
。
一
担
問
川
和
の
空
の
物
む
づ
か
し
げ
な
る

K
、
「
物
や
見
入
れ
奉
ら
む
」
と
ま
で
ゆ
ゆ
し
く
あ
は
れ
に
誰
も

御
覧
ず
る
に
、
「
大
臣
ま
ゐ
り
て
見
給
は
ば
．
い
か
ば
か
り
嵐
々

れ
き
ま
で
思
さ
む
」
と
、
我
が
心
地
に
も
驚
か
せ
給
ふ
u

御
袖
も

絞
る
ば
か
り

κな
ら
せ
給
ひ
ぬ
。



「「
口

訳

月
も
と
っ
く
に
山
の
端
医
沈
ん
で
．
お
調
の
燈
寵
の
火
ど
も
が
、

畳
の
よ
う
陀
明
る
レ
火
の
光
K
．
狭
衣
の
お
顔
は
か
ね
て
よ
り
も
一
一
層

光
り
ま
さ
っ
て
．
柱
K
寄
り
か
L

っ
て
い
て
、
心
か
ら
困
っ
た
困
っ

た
と
言
い
な
が
ら
吹
き
出
し
な
さ
る
笛
の
音
は
、
空
ま
で
ひ
び
か
せ

な
さ
る
の
で
、
帝
を
始
め
申
し
て
、
宮
中
の
な
か
で
身
分
の
低

い
男
ま
で
聞
き
驚
い
て
涙
を
流
き
ぬ
者
は
な
い
。
梅
雨
時
の
空
が
何

と
な
く
気
味
が
悪
い
様
子
な
の
で
．
「
笛
の
音
陀
聞
き
ほ
れ
て
魔
物

の
類
が
取
り
つ
き
申
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
ま
で
、
何
か
不
吉

陀
思
わ
れ
る
程
深
く
感
動
し
て
ど
な
た
も
ど
覧
に
な
る
の
に
、
「
父

の
堀
川
大
臣
が
参
内
し
て
こ
の
様
子
を
ど
覧
な
さ
っ
た
ら
、
ど
ん
な

に
か
不
吉
な
程
に
も
ど
心
配
な
さ
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
帝
は
ど
自

身
の
お
心
に
も
驚
き
あ
そ
ほ
さ
れ
る
u

そ
し
て
、
感
涙
に
御
袖
も
絞

る
ば
か
り
に
な
ら
せ
あ
そ
ば
し
た
。

（
注
置
〕

o
い
と
工
月
の
光
で
み
て
い
た
時
も
き
れ
い
で
あ
っ
た
が
．
燈

龍
の
火
で
見
る
と
な
お
一
層
き
れ
い
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ

る。

0

雲
居
そ
の
箇
の
音
が
天
ま
で
の
ぼ
る
ほ
ど
さ
え
て
い
る
意
で
、

後
K
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
天
稚
御
子
が
そ
の
妙
な
る
笛
の
音
を
聞

き
つ
け
て
、
天
へ
お
迎
え
K
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、

「
雲
居
」
は
宮
中
の
意
に
も
か
け
て
あ
る
。

0

五
月
雨
、
陰
歴
五
月
ど
ろ
降
り
続
く
長
雨
で
、
現
代
で
は
六
月

ど
ろ
に
相
当
し
、
い
わ
ゆ
る
梅
雨
の
と
と
で
あ
る
。
「
さ
」
は
元

来
「
さ
っ
き
」
「
さ
な
へ
」
「
さ
を
と
め
」
な
ど
の
「
さ
」
と
同

じ
て
、
「
回
の
神
・
田
植
え
」
を
表
わ
す
接
頭
語
。
田
植
え
に
必

要
な
雨
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
降
り
方
が
じ
め
じ
め
と
続
く
の

で
「
乱
れ
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

O

ゆ
ゆ
し
元
来
は
、
忌
み
慎
ま
れ
る
・
不
吉
だ
の
意
で
あ
る
が
、

転
じ
て
、
余
り
に
も
立
派
す
ぎ
て
不
吉
な
こ
と
が
起
り
は
し
な
い

か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。

O

御
覧
ず
る
に
唯
耳
で
箇
の
音
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
笛
の
音

を
中
心
と
し
た
狭
衣
の
姿
な
ど
を
も
含
め
た
、
そ
の
全
体
の
様
子

を
見
る
意
で
あ
ろ
う
。

0

見
給
は
ば
こ
れ
も
前
の
「
御
覧
ず
る
」
と
同
じ
用
法
で
あ
ろ

。
友ゾ

。
い
ま
い
ま
し
「
忌
む
」
の
未
然
形
「
い
ま
」
を
活
用
さ
せ

た
も
の
で
、
元
来
は
、
は
ら
い
清
め
る
べ
き
だ
、
不
吉
だ
．
の
意

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
前
項
の
「
ゆ
ゆ
し
」
と
同
じ
く
、
転
じ
て
、

余
り
に
も
立
派
過
ぎ
て
不
吉
な
こ
と
が
起
り
そ
う
だ
の
意
に
も
用
い
る
。

o
我
が
心
地
「
誰
も
御
覧
ず
る
に
」
に
対
し
て
、
「
我
が
心
地

K
も
」
と
続
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「
我
が
」

K
つ
い
て
、
岩

波
書
店
刊
の
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
註
で
は
「
狭
衣
」
と
し
て

い
る
が
、
朝
日
新
聞
社
刊
の
日
本
古
典
全
書
の
頭
註
の
よ
う
に

「
帝
」
と
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
本
人
が
自
分
の
立
派
さ
に
驚
く

と
と
る
よ
り
、
第
三
者
の
方
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
し
、
前
K
「
帝

を
始
め
奉
り
」
と
も
あ
る
の
で
、
帝
の
側
か
ら
の
記
述
の
よ
う
だ

し
、
ま
た
「
驚
か
せ
給
ふ
」
と
二
重
敬
語
K
も
な
っ
て
い
る
の
で

帝
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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き
て
次

κ、
今
回
は
、

ト
品

K
J

。
前

κも
狭
衣
物
語
は
諸
本
の
異
同
が
甚
だ
し
く
、
時
に
は
別
の
物

語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
異
同
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
も
か
な
り
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

巻
一

K
つ
い
て
は
次
の
如
き
論
文
が
あ
る
。
（
狭
衣
物
語
は
四
巻
か

ら
な
る
が
、
巻
毎
K
そ
の
系
統
が
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
）

狭
衣
物
語
の
伝
来
巻
一
を
中
心
と
し
て

三
谷
栄
一
（
国
学
論
纂
昭
十
七
・
六
・
五
刊
）

狭
衣
物
語
巻
一
伝
本
考

中
田
剛
直
（
国
語
と
国
文
学
昭
三
十
三
・
五
号
）

詳
細
は
右
の
論
文
を
読
ん
で
貰
う
と
と
に
し
て
、
こ
と
で
は
、
諸

本
の
異
同
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
知
っ
て
貰
う
程
度
K
と
X

め
た
い
。

都
合
で
諸
本
の
異
同
K
つ
い
て
ふ
れ
て
み

三
谷
氏
K
よ
る
と
、
巻
二
以
下
は
三
系
統
に
わ
か
れ
る
が
、
巻
一

だ
け
は
四
系
統
K
わ
か
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
か
L
げ
る

校
異
は
、
刊
行
さ
れ
て
研
究
室
に
あ
る
五
冊
の
本
で
あ
る
が
、
一
ニ
谷

氏
の
四
系
統
分
類
の
う
ち
、
結
論
的
に
言
え
は
、
内
閣
文
庫
本
は
第

一
系
統
、
蓮
空
本
・
九
条
家
本
は
第
三
系
統
。
鎌
倉
市
図
書
館
本
・

古
活
学
本
は
第
凶
系
統
と
な
っ
て
、
残
念
な
が
ら
第
二
系
統
の
本
は

な
い
。
（
中
田
氏
は
こ
の
第
四
系
統
を
第
三
系
統
の
中
に
含
め
て
、

三
系
統
分
類
の
よ
う
で
あ
る
。
）

註
一
底
本
は
古
活
字
本
〈
「
解
釈
と
鑑
賞
」
の
本
文
も
古
活
字

本
K
よ
っ
て
い
る
）

註
二

l
l
l
底
本
と
同
じ
と
い
う
こ
と
。

そ
こ
の
文
字
が
な
い
と
い
う
こ
と
。

x 
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鎌

l
l鎌
倉
市
図
書
館
蔵
本
（
古
典
研
究
会
刊
上
三
七
頁
一
一
行
）

古

l
l古
活
字
本
（
朝
日
新
聞
社
刊
日
本
古
典
全
書
本
上
二

O
一
頁
一
一
行
）

内
｜
｜
内
閣
文
庫
蔵
本
（
岩
波
書
店
刊
日
本
古
典
文
学
大
系
本
四
四
頁
五
行
）

蓮
｜
｜
蓮
空
本
（
古
典
文
庫
本
二
五
頁
一

O
行）

九
l
l九
条
家
旧
蔵
本
（
未
刊
国
文
資
料
上
一
九
頁
一
四
行
）

×
 

の
御
笛
K
な
り
て
き
て
い
か

K
っ
か
う
ま
つ
る
ま
じ
き
×
か
と
た
び
た
び
×
×
×
ま
め
や
か
な
る
御
気
色
K
て
責
め
さ
せ
給
へ
ば

×

×

’

×

l
l
1
1
1
1
1
御

気

色

－

K
×
×
×
な
れ
は
×
×
×
×
×
×
×

K
ゃ
l
×

×

×

×

×

×

×

－

K
×
×
×
な
り

K
や

l
×

×

×

×

×

×

×

比

×

×

×

な

り

① 
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中
将
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× 11 

×
×
×
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×
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い
と
わ
び
し
う
か
う
と
知
ら
ま
し
か
ば
参
ら
ざ
ら
し
も
の
を
と
く
や
し
け
れ
ど
×
の
が
る
×
べ
き
か
た
な
く
て
笛
も
う
ゐ
う
ゐ
し
げ
に
取

×
×
×
×
×
×

i
〈

×

×

×

lわ
び

笛

｜

｜

｜

ま

じ

｜

夜

な

め

れ

ば

×

×

う

く
×

l
l
l
×
せ

く
×

1
1
1
1
×
せ

×
×
×
 

×
l
i
l
l
1
×
 

×
1
1
1
1
1
×
 

をを

× 
× 

× 
× 

×
×
×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

I
l－－ 

り
な
し
て
こ
と

K
人
の
聞
き
知
ら
×
ぬ
調
子
一
つ
ば
か
り
ふ
き
な
ら
し
×
た
ま
へ
る
を
上
は
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
音
に
は

に
×
×
｜
｜
れ
｜
手
を
一
二
い
た
｜
て
や
み
ぬ
ー
ー
ー
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
×
×
人
々
｜
｜
｜

×

を

は

じ

め

た

て

ま

つ

り

み

き

く

人

々

｜

｜

｜を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
み
き
く
人
々

l
l
l

× 

× 

× 
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×
×
l
l
l
う

｜

｜

×

×

×

せ

×

×

×

さ

へ

l
i
l
1

聞
き
つ
れ
ど
×
×
い
と
か
え
ま
で
×
×
×
は
思
し
召
さ
ぎ
り
つ
る
を
今
ま
で
耳
馴
ら
さ
×
ぎ
り
け
る
×
×
×
恨
め
し
き
を
×
×
引
き
返

け
K
I
l
l－
ば

か

り

の

音

と

×

×

聞

か

×

l
l
l
つ
l
こ

と

の

×

×

〉

へ

×

×

×

×

ー

ー

ー

ば

か

り

の

音

と

×

×

聞

か

せ

×
×

l
ー

ー

ば

か

り

の

音

と

×

×

聞

か

せ

③ 

こ
と
の

こ
と
の

さ
へ
1
1－
－

さ
へ
i
l
l
l
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×
×
×
×
×
×
 

し
仰
せ
ら
れ
て
め
で
×
×
×
×
×
×
お
ど
ろ
か
せ
給
ふ
さ
ま
い
と
こ
ち
た
し
聞
く
限
り
の
人
々
も
さ
ら
に
こ
の
世
の
物
の
音
と
も
聞
え

×

l
た
く
い
み
じ
と
！
ほ
し
め
し
た
る

I
l
l
1

×
×
メ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

｜
｜
×
×
×
×
×
×
i
ほ
せ
ら
る
る
×
｜
｜
｜
ど
も
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

l
l
×
×
×
×
×
×
｜
任
せ
ら
る
る
×
1
1
1
ど
も
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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×

給

ぬ
に
涙
も
と
ど
め
が
た
け
れ
ど
な
か
な
か
な
る
程
に
て
止
み
×
ぬ
る
を
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
責
め
の
た
ま
は
ず
れ
ど
た
だ
か
ば
か

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ま
た
は
さ
ら
に
お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
は
ず
こ

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ま
た
は
さ
ら
に
お
ぼ
え
×
は
べ
ら
ず
こ

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ま
た
は
さ
ら
に
お
ぼ
え
×
は
べ
ら
ず
こ
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候

し

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

り
な
む
大
臣
の
た
は
ぶ
れ
に
教
へ
は
ベ
り
て
×
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
は
す
べ
て
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
は
す
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

れ
l

｜
×
×
ほ
の
ま
ね
×
白
I
B
I
－
－
し
を
き

ι
と
り
て
き
ふ
ら
ひ
し
か
ど
×
は
か
は
か
し
く
教
へ
ら
る
る
こ
と
も
さ
ふ
ら
は
ぎ
り

れ

×

ほ

の

ぼ

の

ま

ね

×

×

は

れ

し

を

き

L

と
り
て
き
ふ
ら
ひ
し
か
ど
も
は
か
は
か
し
う
教
へ
ら
る
る
こ
と
も
さ
ふ
ら
は
ぎ
り

×
ほ
の
ぼ
の
ま
ね
×
×
ば
れ
し
を
き
L
と
り
て
き
ふ
ら
ひ
し
か
ど
も
は
か
は
か
し
う
教
へ
ら
る
る
こ
と
も
さ
ふ
ら
は
ぎ
り

れ
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X
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
と
そ
う
し
給
ふ
を
い
と
う
た
て
×
そ
ら
ご
と
を
き
へ
つ
き
づ
き
し
く
も
言
ふ
か
な
大
臣

し
か
は
い
か

K
ひ
が
ご
と
多
く
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
｜
て
止
み

l
ひ
ぬ
×
×
×
×
×

X

は
い
と
う
た
て
あ
り
×
×
×
×
×
×
1
1
1

し

か

ば

い

か

に

ひ

が

ご

と

多

く

×

×

は

べ

ら

ん

！

て

止

み

う

す

る

×

し
か
ば
い
か
に
ひ
が
ご
と
多
く
×
×
は
べ
ら
ん

l
て

止

み

う

す

る

×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
 

う

くく
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×

l

L

ら

は

ず

と

も

｜

｜

｜

思

×

×

×

×

×

×

×

の
笛
の
音
K
×
似
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
め
り
す
べ
て
か
く
×
×
苦
し
と
思
は
れ
ば
×
さ
ら
に
言
は
じ
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
×
×
×
×
×
×
×

1
1
1
1
1も
｜
ず
世
の
常
な
ら
ぬ
ね
は
誰
伝
え
×
ん
と
あ
ざ
ま
せ
給
て
過
ぎ
ぬ
る
か
た
聞
か
ぜ
給
は
ぎ
り
つ
る
だ
に
×
×
恨
め
し
き

1
1
1
1
1
も
l
ず
世
の
常
な
ら
×
ね
は
誰
伝
え
け
ん
と
あ
ざ
ま
せ
給
て
過
ぎ
ぬ
る
か
た
聞
か
せ
給
は
ぎ
り
つ
る
だ
に
い
と
恨
め
し
き

I
l
l
1
1
1も
l
ず
世
の
常
な
ら
×
ね
は
誰
伝
え
け
ん
と
あ
ざ
ま
せ
給
て
過
ぎ
ぬ
る
か
た
聞
か
せ
給
は
ぎ
り
つ
る
だ

K
い
と
恨
め
し
き

う
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
い
と
わ
び
し
う
て
皇
太
后
宮
の
姫
君
た
ち
な
ど

を

こ

よ

ひ

×

な

ほ

う

ち

と

く

×

ば

か

り

と

あ

な

が

ち

な

る

御

気

色

の

か

た

じ

け

な

さ

も

く

宮

×

×

ー

ー

を

こ

よ

ひ

は

な

を

う

ら

み

を

く

ば

か

り

と

あ

な

が

ち

な

る

御

気

色

の

か

た

じ

け

な

さ

も

宮

×

×

ー

ー

を

こ

よ

ひ

は

な

を

う

ら

み

を

く

ば

か

り

と

あ

な

が

ち

な

る

御

気

色

の

か

た

じ

け

な

さ

も

宮

×

×

｜

｜

ー

l

×
の
×
上
の
御
局
陀
お
は
し
ま
す
こ
ろ

K
て
心
に
く
き
御
あ
た
り
に
何
事
も
残
り
な
く
聞
か
れ
奉
ら
じ
と
思
ふ
方
さ
へ
い
と
ど
し
き
な
る

も

皆

×

耳

な

ら

さ

ぜ

×

×

｜

む

つ

か

し

×

皆

耳

な

ら

さ

せ

×

×

×

む

つ

ま

じ

×
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×
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×
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じ
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き
に
心
づ
か
ひ
も
い
ど
立
せ
ら
れ
給
て
ま
め
や
か
に
苦
し

き

K
心
づ
か
ひ
も
い
と
立
せ
ら
れ
給
て
ま
め
や
か
に
苦
し

き
に
心
づ
か
ひ
も
い
と
ど
せ
ら
れ
給
て
ま
め
や
か

K
苦
し
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44-

月
も
と
う
入
り
て
御
ま
へ
の
と
う
ろ
の
火
ど
も
昼
の
や
う
な
る
ほ
か
げ
に
か
た
ち
は
い
と
笠
光
り
ま
さ
り
て
柱
に
寄
り
居
て
ま
め
や
か
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1
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く
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1
1
1
1
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×

×

×

×

×

×
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｜
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×

×

×
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×
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×

×
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｜

｜

｜

×
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l
×
ー
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を
！
×
ら
｜
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簡
単
に
説
明
を
加
え
る
。

前
述
の
如
く
、
底
本
の
古
活
字
本
と
鎌
倉
市
図
書
館
本
と
は
、
同

じ
く
第
四
系
統
本
で
あ
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
全
文
一
致
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
冒
頭
の
①
の
部
分
は
、
両
本
と
も
「
中
将
の
御
笛
」
と
あ

る
が
、
内
閣
文
庫
本
に
は
「
中
将
の
御
」
が
な
く
、
蓮
空
本
・
九
条

家
本
に
は
「
御
」
が
な
い
。
も
っ
と
極
端
な
例
は
、
た
と
え
は
④
の

「
聞
く
限
り
の
」
以
下
の
部
分
は
、
百
字
余
り
の
文
章
が
、
底
本
と

鎌
倉
市
図
書
館
本
と
は
、
ほ
と
ん
ど
全
文
同
一
で
あ
る
が
、
内
閣
文

庫
本
、
蓮
空
本
、
九
条
家
本
と
の
共
通
部
分
は
わ
ず
か

K

「
な
む
大

臣
」
ぐ
ら
い
で
、
全
く
違
っ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
如
く
、

底
本
と
鎌
倉
市
図
書
館
本
と
は
全
文
全
く
同
文
と
い
っ
て
よ
い
が
、

相
違
点
と
い
え
ば
、
②
の
「
い
と
か
ノ
い
」
が
「
い
と
か
え
y
」
と
な
っ

た
り
、
③
の
「
馴
ら
さ
ぎ
り
け
る
」
が
「
馴
ら
さ
喧
ぎ
り
け
る
」
と

な
っ
て
い
る
程
度
の
相
違
が
、
約
十
六
箇
処
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

次

κ、
蓮
空
本
と
九
条
家
本
と
は
共
に
第
三
系
統
本
で
、
た
と
え

ば
⑦
の
如
く
、
底
本
ば
「
帝
」
、
鎌
倉
市
図
書
館
本
も
平
仮
名
で

「
み
か
ど
」
で
あ
り
、
内
閣
文
庫
本
で
は
「
上
」
と
あ
る
部
分
が
、
両

本
で
は
共
K

「
内
春
宮
」
と
な
っ
て
共
通
の
本
文
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
相
違
点
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
二
笥
処
で
、
一
つ
は
⑨
の
部
分

が
蓮
空
本
で
は
「
ざ
り
し
か
」
と
な
り
、
九
条
家
本
で
は
「
ま
し
か
」

と
な
っ
て
お
り
、
い
ま
一
つ
は
⑥
の
部
分
で
あ
る
。
⑧
の
部
分
で
は

九
条
家
本

K
や
L
誤
記
が
あ
る
ら
し
く
、
二
十
字
ば
か
り
前
に
「
上

ま
で
す
み
の
ぼ
る
を
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
「
ま
で
」
に
つ
ら
れ
て

「
男
ま
で
」
の
「
ま
で
」
か
ら
つ
い
「
す
み
の
ぼ
右
を
」
と
書
い
て

し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
下
に
「
三
、
四
字
分
の
欠
」

が
あ
っ
た
り
し
て
、
や
L

混
乱
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
K
内
閣
文
庫
本
は
、
い
わ
ゆ
る
第
一
系
統
本
で
あ
ヲ
て
、

え
ば
、
①
の
部
分
が
他
本
は
「
中
将
の
」
が
あ
る
の
に
こ
の
本
だ
け

が
な
い
な
ど
明
ら
か

K
古
活
字
本
・
鎌
倉
市
図
書
館
本
や
蓮
空
本
・

九
条
家
本
と
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。

な
お
蓮
空
本
・
九
条
家
本
は
、
た
と
へ
ば
①
の
「
中
将
の
」
の
部
分

が
底
本
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
K
、
底
本
と
同
文
の
筒
処
も
あ
る
が
、

④
や
⑤
の
部
分
の
ど
と
く
、
大
き
な
異
同
の
あ
る
部
分
ば
内
閣
文
庫

本
と
同
文
で
、
蓮
空
本
・
九
条
家
本
は
底
本
よ
り
内
閣
文
庫
本
K
よ

り
近
い
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
解
釈
の
面
か
ら
見
る
と
、
こ
の
部
分
で
は
、
筋
の
上
で
影

響
を
与
え
る
ほ
ど
の
大
き
な
異
聞
は
な
い
が
、
④
の
部
分
は
底
本
よ

り
内
閣
文
庫
本
、
蓮
空
本
・
九
条
家
本
の
方
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
し
、
⑤
や
⑥
の
部
分
で
は
逆
K
底
本
の
方
が
簡
略
化
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ど
ち
ら
が
原
本
で
あ
る
か
は
簡
単

に
は
一
一
首
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
後
人
の
勝
手
な
書
き
か
え
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
し
、
又
、
こ
の
本
文
の
異
聞
は
後
世
の
も
の
で
は
な
く
、

作
者
が
貴
人
に
所
望
さ
れ
る
ま

L
K
、
同
じ
内
容
の
作
品
を
幾
度
も

書
い
て
奉
る
際
に
生
じ
た
異
同
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
っ
た
意
見
な

fに
と
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ど
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
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