
横
笛
の
伝
承
は
、
平
家
物
語
の
中
で
、
維
盛
の
高
野
山
逃
避
行
の
記
事
を

語
る
に
際
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
維
盛
が
頼
っ
た
高
野
山
の
僧
侶
・
滝

口
入
道
の
若
き
日
の
恋
愛
悲
劇
諏
で
あ
る
。
武
将
や
公
家
た
ち
の
権
力
闘
争

が
中
心
を
な
す
軍
記
物
語
に
お
い
て
は
、
数
少
な
い
恋
愛
讃
で
あ
る
。

漸
く
尋
ね
当
て
た
嵯
峨
野
の
庵
で
、
滝
口
か
ら
つ
れ
な
い
態
度
を
示
さ
れ

て
絶
望
し
た
横
笛
は
、
長
門
本
や
四
部
合
戦
状
本
で
は
、
別
れ
た
直
後
に
桂

川
に
て
入
水
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
展
開
は
、
横
笛
の
恋
心
の
激
し
さ
、

純
粋
さ
、
そ
し
て
少
女
ゆ
え
の
一
途
さ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
て
、
恋
愛
讃
と

し
て
は
秀
逸
で
あ
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
後
に
平
家
物
語
に
取
材
し
て
成

立
し
た
「
横
笛
草
紙
」
も
こ
の
展
開
を
採
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
別
の

テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
自
然
な
展
開
を
捨
て
て
、
一
旦
、
東
山
の
清
閑
寺
に
入
っ

た
後
に
、
桂
川
に
て
入
水
し
た
と
す
る
迂
遠
な
経
緯
を
語
る
も
の
が
あ
る
。

横
笛
伝
承
老
ｌ
法
華
寺
・
天
野
別
所
Ｉ

は
じ
め
に

平
家
物
語
に
お
け
る
横
笛
伝
承
は
周
知
の
内
容
で
は
あ
る
が
、
論
述
の
必

（
１
）

要
上
、
こ
こ
で
は
ま
ず
長
門
本
平
家
物
奎
叩
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
見
て
お

こ
』
７
。

或
は
、
入
水
の
件
は
放
榔
し
て
、
奈
良
の
法
華
寺
に
入
っ
た
後
に
、
ほ
ど
な

く
病
死
し
た
と
す
る
本
も
あ
る
。

異
本
群
は
な
ぜ
、
自
然
な
、
ま
た
感
動
的
な
物
語
展
開
を
捨
て
て
し
ま
っ

た
の
か
。
そ
し
て
、
嵯
峨
野
に
て
横
笛
の
悲
劇
的
に
し
て
可
憐
な
生
涯
が
完

結
し
な
い
で
、
そ
の
伝
承
地
が
他
の
地
域
へ
と
移
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
本
稿

は
、
横
笛
伝
承
の
異
伝
の
検
討
を
通
じ
て
、
伝
承
の
展
開
を
誘
っ
た
要
素
を

考
え
て
い
き
た
い
。
横
笛
と
そ
れ
ら
の
地
と
の
結
び
つ
き
の
理
由
も
、
個
々

の
伝
承
が
も
つ
テ
ー
マ
性
と
併
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
相
貌
を
示
し

て
く
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

法
華
寺
の
横
笛

濱
中

修
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横
笛
は
神
崎
の
君
の
長
者
の
娘
で
、

苦
慮
し
た
時
頼
は
、

と
割
り
な
き
関
係
と
な
っ

聟
子
と
も
」
し
よ
う
と
恩
っ

原
か
ら
上
京
す
る
折
に
相
い
具
し
て
建
礼
門
院
へ
参
ら
せ
て
い
た
も
の
で
あ

が
、
建
礼
門
院
の
侍
従
で
あ
っ
た
横
笛
と
二
世
の
縁
を
結
ん
で
通
っ
て
い
た
。

ば
又
あ
ぢ
き
な
し
。

る家

を
後
に
す
る
。

入
道
は
、

が
ら
も
、

ね
歩
い
て
、
声
を
か
け

入
道
は
、
横
笛
の
、
今

ひ
切
り
て
、
生
年
十
八
の
年
、

り
そ
の
庵
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
横
笛
は
、

か
る
う
き
世
に
存
へ
て
、

「
後
の
世
ま
で
と
契
り
し
に
、

の
場
所
を
求
め
て
虚
空
蔵
菩
薩
に
祈
念
す
る
。

の
後
、

に
身
を
投
げ
た
（

一
条
斎
藤
左
衛
門
の
子
の
斎
藤
滝
口
時
頼
は
、

し
た
の
で
あ
っ
た
。

二
人
の
関
係
を
知
っ
た
時
頼
の
父
は
、

風
の
便
り
に
時
頼
の
出
家
を
知
り
、

こ
れ
こ
そ
は
生
死
の
絆
で
あ
る
と
返
事
も
せ
ず
に
い
た
。

声
を
か
け
る
。

横
笛
は
都
の
老
い
た
母
の
こ
と
を
気
に
掛
け
な
が
ら
も
、
「
か

そ
の
騒
ぎ
を
不
審
に
思
っ
た
滝
口
が
尋
ね
て
行
く
と
、

女
の
思
ひ
を
か
う
ぶ
れ
ぱ
、

「
親
の
諌
を
背
か
ば
不
孝
の
身
に
な
り
ぬ
く
し
、

時
頼
の
訪
問
も
な
く
悲
し
ん
で
い
た
横
笛
は
、

た
こ
と
を
責
め
る
。

度
逢
い
た
い
と
の
涙
な
が
ら
の
声
に
心
を
乱
し
な

何
に
か
は
せ
ん
」
と
思
い
、

折
し
も
法
華
経
の
提
婆
品
を
読
ん
で
い
た
滝
口

て
い
た
の
に
、
横
笛
の
よ
う
な

早
く
も
か
は
る
心
か
な
」

俄
に
菩
提
心
を
起
し
、

そ
の
美
し
さ
は
比
類
な
く
、

法
輪
寺
に
参
篭
し
て
そ
の
草
庵

さ
っ
そ
く
教
え
ら
れ
た
庵
を
尋

‐
然
る
べ
き
世
に
あ
ら
ん
人
の

黍
く
も
虚
空
蔵
の
示
現
に
よ

父
と
横
笛
と
の
間
に
立
っ
て

小
松
殿
に
出
仕
し
て
い
た

五
障
三
従
の
罪
深
し
と
思

嵯
峨
な
る
所
に
て
冊

生
年
十
七
に
て
桂
川

と
泣
き
な
が
ら
庵

「
世
に
な
き
者
」

清
盛
が
福
た
。

横
笛
は

従
は

そあ

笛
の
姿
を
見
つ
け
る
の
で
あ
っ

茶
毘
に
付
し
、
空
し
き
骨
を
拾
っ

笛
の
桂
川
で
の
入
水
を

こ
の
よ
う
に
、
長
門
本
や
四

部
合
戦
状
本
は
、
嵯
峨
野
で
の

悲
し
い
別
れ
と
、
そ
の
後
の
横

す
ま
し
て
五
六
年
に
な
っ
た

ら
ざ
る
さ
ま
に
成
り
果
て
た
横

出
来
事
Ｌ
了
し
て
描
い
て
い
る
。

と
な
り
、

と
い
う
記
事
を
挿
入
す
る
も
の
が
あ
る
。

て
高
野
山
の
奥
の
院
に
て
行
い

の
悲
し
み
の
深
さ
を
よ
り
自
然
に
表
現
し
え
て
い
る
．

こ
の
ふ
た
つ
の
出
来
事
を
ひ
と

つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
、

と
こ
ろ
が
、

党
一
本
と
八
坂
本
系
統
の
百
一

入
道
は
自
ら
薪
を
集
め
て

横
笛
、
な
さ
け
｛

帰
り
け
り
。
滝
［

に
し
づ
か
に
て
、

ほ
ど
な
く
恋
の
思
い
の
積
り
故
に
病
死
し
た
と
す
る
（

な
さ
叶
蓼
●
な
』
７
、

平
家
物
語
諸
本
中
に
は
、

滝
口
入
道
、

念
仏
の
障
碍
は
候
は
ね
ど
も
、

一
連
の間
を
置
か
な
い
で
描
く
こ
と
で
、

う
ら
め
し
け
れ
ど
も
、

同
宿
の
僧
に
あ
ふ
て
申
け
る
は
、

十
句
本
は
、

－－－－－

そ
の
両
者
の
間
に
、

横
笛
が
奈
良
の
法
華
寺
で
尼

力
な
う
涙
を
お
き
へ
て

あ
か
で
別
し
女
に
、

横
笛
の
出
家

横
笛
の
失
恋

「
是
も
よ

－－

(｢｢横笛草紙」国桂川で入水した横笛

会図書館蔵）

110

桂川で入水した横笛

会図書館蔵）



此
す
ま
ゐ
を
見
え
て
候
へ
ば
、
た
と
ひ
一
度
は
心
づ
よ
く
共
、
又
も
し

た
ふ
事
あ
ら
ば
、
心
も
は
た
ら
き
候
ぬ
く
し
。
い
と
ま
申
て
」
と
て
、

嵯
峨
を
ば
出
て
、
高
野
へ
の
ぼ
り
、
清
浄
心
院
に
ぞ
居
た
り
け
る
。
横

笛
も
ざ
ま
を
か
へ
た
る
よ
し
聞
え
し
か
ぱ
、
滝
口
入
道
一
首
の
歌
を
送

り
け
り
。

そ
る
ま
で
は
う
ら
み
し
か
ど
も
あ
づ
さ
弓
ま
こ
と
の
道
に
い
る
ぞ
う

れ
し
き

横
笛
が
返
こ
と
に
は
、

そ
る
と
て
も
な
に
か
う
ら
み
む
あ
づ
き
弓
ひ
き
と
ぎ
む
べ
き
こ
興
る

な
ら
ね
ば

横
笛
は
、
そ
の
思
ひ
の
つ
も
り
に
や
、
奈
良
の
法
花
寺
に
あ
り
け
る
が
、

L再円公蕪～竜！

ザ

法華寺本堂

い
く
ほ
ど
も
な
く
て
遂
に
は
か
な

く
成
に
け
り
。
（
覚
一
本
平
家
物

語一し
か
し
、
滝
口
入
道
が
住
む
高

野
山
の
近
く
の
天
野
別
所
に
て
尼

生
活
を
す
る
の
な
ら
十
分
に
納
得

が
い
く
が
、
な
ぜ
奈
良
な
の
か
。

ま
た
同
じ
く
横
笛
の
死
と
は
言
っ

て
も
、
滝
口
の
出
家
し
た
嵯
峨
野

の
桂
川
で
入
水
し
た
と
い
う
の
と
、

遠
い
奈
良
の
寺
に
入
っ
て
病
死
し
た
と
い
う
の
で
は
、
悲
劇
的
恋
愛
讃
と
し

て
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
相
当
の
開
き
が
あ
ろ
う
。
覚
一
本
な
ど
は
な
ぜ
、
あ
え

て
横
笛
を
奈
良
の
法
華
寺
で
尼
と
な
っ
た
と
い
う
設
定
を
し
た
の
か
。

こ
の
格
式
高
い
門
跡
尼
寺
で
有
名
な
の
は
、
光
明
皇
后
の
施
行
の
湯
屋
で

賎
形
の
僧
丁
阿
閖
如
来
）
を
洗
う
と
い
う
話
と
、
彼
女
が
観
音
の
化
身
と

し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
観
音
化
身
説
は
次
の
ご
と
く

で
あ
る
。

抑
印
土
仏
師
来
朝
者
。
此
天
竺
乾
陀
羅
国
帝
見
生
王
。
欲
し
奉
レ
拝
一
一
生

身
観
世
立
見
発
願
入
定
三
七
日
。
告
曰
。
欲
し
拝
二
生
身
観
世
音
。
従
し

是
東
海
州
大
日
本
国
聖
武
王
之
正
后
。
可
レ
拝
二
光
明
女
之
形
一
云
々
。
（
中

略
）
爾
後
皇
后
見
二
仏
師
一
時
。
非
二
后
身
女
体
之
肉
身
訶
顕
引
現
於
十

一
面
観
音
像
也
宅
則
任
し
仰
観
音
三
躯
造
立
之
一
体
者
。
使
者
仏
師
従
し

身
帰
し
国
。
一
体
者
安
。
置
於
内
裡
至
今
法
花
滅
罪
寺
観
音
也
。
一
体
者

（
３
）

安
。
置
施
眼
寺
一
也
。
（
『
興
福
寺
濫
鵤
記
ご

横
笛
が
入
寺
し
た
法
華
寺
は
女
性
と
観
音
に
関
わ
る
信
仰
の
寺
と
し
て
有

名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
横
笛
の
話
は
、
こ
れ
を
滝
口
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
彼
女
の
存
在
を

機
縁
と
し
て
滝
口
が
仏
道
に
入
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
恋
愛
を
機
縁
に
男

性
が
真
の
仏
道
に
目
覚
め
た
と
い
う
話
は
少
な
く
な
い
。

中
で
も
、
中
世
の
特
異
な
恋
愛
讃
と
し
て
の
型
を
も
つ
の
は
、
「
稚
児
物
語
」

（
４
）

で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
作
ロ
叩
た
る
「
秋
夜
長
物
語
』
で
は
、
恋
愛
対
象

１１１



た
る
稚
児
は
観
音
の
化
身
と
さ
れ
た
。
物
語
の
内
容
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

今
は
昔
、
比
叡
山
の
桂
海
律
師
は
自
ら
の
仏
道
修
行
の
至
ら
な
さ
を
嘆
き
、

石
山
寺
に
参
篭
し
て
道
心
堅
固
な
る
を
祈
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
七
日
め
の
夢

に
容
顔
美
麗
な
稚
児
を
見
る
。
叡
山
に
帰
っ
た
の
ち
も
そ
の
面
影
を
忘
れ
え

ず
、
修
行
も
手
に
つ
か
な
い
。
石
山
観
音
に
こ
の
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
再
度

参
詣
し
た
と
こ
ろ
、
途
中
、
一
一
一
井
寺
の
辺
り
で
春
雨
に
遭
っ
た
の
で
、
聖
護

院
の
庭
先
で
雨
宿
り
を
す
る
。
そ
の
折
、
先
の
夢
中
の
稚
児
と
瓜
二
つ
の
稚

児
を
見
か
け
、
桂
海
は
心
奪
わ
れ
る
。
叡
山
に
帰
っ
て
か
ら
も
、
稚
児
梅
若

へ
の
想
い
止
み
難
く
、
梅
若
の
侍
童
を
通
じ
て
歌
を
贈
る
と
、
意
外
に
も
梅

若
君
よ
り
返
事
が
あ
り
、
二
人
は
相
思
相
愛
の
仲
と
な
る
。
’
一
一
井
寺
の
さ
る

房
に
て
逢
う
こ
と
を
得
た
二
人
の
想
い
は
さ
ら
に
強
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
叡

山
に
帰
っ
た
桂
海
が
篭
々
と
し
て
い
る
の
を
風
の
便
り
で
耳
に
し
た
梅
若
君

は
、
心
配
の
あ
ま
り
に
叡
山
を
目
指
す
。
慣
れ
な
い
遠
出
に
疲
れ
果
て
、
唐

崎
の
松
の
木
陰
で
休
息
し
て
い
た
梅
若
君
は
、
山
伏
姿
の
天
狗
に
攪
わ
れ
て
、

大
峯
山
釈
迦
獄
に
幽
閉
さ
れ
る
。
梅
若
君
の
突
然
の
失
跨
は
三
井
寺
と
比
叡

山
の
対
立
の
発
火
点
と
な
り
、
両
者
の
僧
兵
ら
に
よ
る
武
力
衝
突
に
よ
っ
て
、

三
井
寺
は
新
羅
大
明
神
を
残
し
て
灰
儘
に
帰
し
て
し
ま
う
。
天
狗
た
ち
の
四

方
山
話
か
ら
こ
と
の
顛
末
を
知
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
梅
若
は
、
龍
神
の
助
け

を
得
て
都
に
帰
還
す
る
。
し
か
し
、
我
が
身
ゆ
え
の
重
大
な
災
厄
を
目
の
当

た
り
に
し
て
生
き
る
意
欲
を
失
い
、
桂
海
へ
の
手
紙
を
侍
童
に
託
し
て
近
江

の
瀬
田
橋
よ
り
入
水
す
る
。
自
殺
を
暗
示
す
る
文
面
に
驚
い
た
桂
海
は
、
瀬

田
川
下
流
の
供
御
の
瀬
で
、
今
は
変
わ
り
果
て
た
梅
若
を
発
見
す
る
。
桂
海

は
梅
若
を
茶
毘
に
付
し
た
遺
骨
を
守
っ
て
西
山
岩
倉
に
庵
を
結
び
、
梅
若
の

菩
提
を
弔
っ
た
。
侍
童
も
出
家
し
て
高
野
山
に
上
っ
た
。
三
井
寺
の
僧
た
ち

は
、
新
羅
大
明
神
の
夢
告
に
て
、
今
回
の
事
件
は
桂
海
を
発
心
さ
せ
る
た
め

の
石
山
観
音
の
計
ら
い
で
あ
り
、
梅
若
君
は
観
音
の
変
化
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
。
桂
海
は
後
に
雲
居
寺
の
謄
西
上
人
と
し
て
貴
賎
よ
り
尊
崇
さ
れ

た
。比
叡
山
の
桂
海
は
も
ち
ろ
ん
、
既
に
僧
侶
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
貴

賎
か
ら
尊
崇
さ
れ
る
雲
居
寺
の
鰭
西
上
人
へ
と
変
身
す
べ
く
「
発
心
」
し
た

の
は
、
恋
人
た
る
梅
若
の
死
を
契
機
と
し
て
い
る
。
三
井
寺
の
消
失
と
い
う

大
災
厄
が
、
観
音
の
方
便
で
あ
っ
た
と
い
う
理
屈
は
な
か
な
か
通
じ
に
く
い

が
、
「
仏
閣
僧
房
ノ
焼
ケ
タ
ル
ハ
、
造
営
ス
ル
ニ
財
施
ノ
利
益
在
り
。
経
論

聖
教
ノ
焼
ケ
タ
ル
ハ
、
是
ヲ
書
ク
ニ
転
写
ノ
結
縁
ア
リ
。
有
為
ノ
報
仏
豈
生

滅
ノ
相
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。
」
と
い
う
宗
教
的
論
理
が
残
さ
れ
た
新
羅
大
明
神
に

よ
り
三
井
寺
の
僧
侶
ら
に
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
桂
海
と
梅
若
に
関
し
て
は
「
此
悲
シ
ミ
ニ
依
リ
テ
桂
海

ガ
発
心
シ
テ
若
干
ノ
化
導
ヲ
至
サ
ン
ズ
ル
事
ノ
ウ
レ
シ
サ
ニ
、
歓
喜
ノ
心
ヲ

（
顕
シ
ッ
ル
ナ
リ
。
山
王
モ
是
ヲ
賀
シ
メ
給
ハ
ン
為
二
来
リ
玉
ヱ
リ
。
石
山

ノ
観
音
ノ
重
男
変
化
ノ
得
度
、
真
ニ
ア
リ
ガ
タ
キ
大
慈
大
悲
カ
ナ
」
と
も
告

げ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
神
の
告
示
を
受
け
て
、
三
井
寺
の
僧
侶
ら
は
、
「
サ

テ
ハ
若
公
ノ
身
ヲ
榔
玉
フ
モ
観
音
ノ
変
化
也
」
と
得
心
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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恋
人
た
る
稚
児
梅
若
を
観
音
の
化
身
と
す
る
表
現
は
、
単
な
る
文
学
的
誇

張
で
は
な
い
。
天
台
教
団
の
、
一
稚
児
二
山
王
と
い
う
稚
児
鍾
愛
の
風
潮
の

中
で
行
わ
れ
て
い
た
稚
児
灌
頂
の
秘
儀
は
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
の
稚
児

灌
頂
の
観
念
世
界
に
お
い
て
は
、
稚
児
は
「
汝
自
。
今
日
一
已
後
本
名
ノ
下
二

加
二
九
云
字
（
可
レ
称
二
某
丸
壬
此
灌
頂
ハ
是
観
音
ノ
大
慈
ノ
灌
頂
也
。
（
中
略
）
汝
、

身
深
位
薩
唾
往
古
如
来
也
。
故
来
二
此
界
一
度
二
一
切
衆
生
一
」
と
観
想
さ
れ
、

一
方
、
そ
の
灌
頂
を
受
け
た
稚
児
と
相
対
す
る
僧
侶
は
、
「
故
一
一
我
等
一
切
衆

生
預
一
一
観
音
大
慈
一
一
一
断
斗
無
明
煩
悩
一
之
間
、
無
吟
過
者
也
」
と
さ
れ
る
（
「
兒
灌

頂
私
記
』
叡
山
文
庫
、
真
如
蔵
）
。

こ
の
よ
う
に
、
稚
児
に
せ
よ
恋
人
に
せ
よ
、
愛
す
る
存
在
に
観
音
の
面
影

を
見
る
こ
と
は
、
中
世
に
お
い
て
は
さ
し
て
特
異
な
発
想
で
は
な
か
っ
た
。

平
家
物
語
で
も
、
文
覚
上
人
の
出
家
由
来
讃
と
し
て
有
名
な
、
哀
れ
な
る

犠
牲
者
袈
裟
御
前
は
、
袈
裟
御
前
の
夫
の
刑
部
左
衛
門
や
、
誤
っ
て
袈
裟
御

前
を
手
に
掛
け
た
遠
藤
盛
遠
文
覚
に
と
っ
て
は
、
袈
裟
御
前
は
「
此
女
房
ハ

観
音
ノ
垂
迩
ト
シ
テ
、
吾
等
ガ
道
心
ヲ
催
シ
給
フ
ト
観
ズ
ベ
シ
」
（
延
慶
本
）

と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

高
野
山
に
関
わ
る
中
世
の
仏
教
的
物
語
の
文
脈
で
も
、
男
（
僧
侶
）
を
発

心
へ
と
導
く
悲
劇
的
人
物
は
、
仏
菩
薩
と
見
ら
れ
て
い
た
。

（
５
）

『
三
人
法
師
』
の
、
高
野
山
中
に
お
け
る
一
二
人
の
僧
侶
の
そ
れ
ぞ
れ
の
徴

悔
謹
の
う
ち
、
一
人
月
と
二
人
目
の
そ
れ
は
連
動
す
る
哀
話
で
あ
る
。
足
利

尊
氏
の
近
習
を
勤
め
て
い
た
粕
谷
四
郎
左
衛
門
は
、
主
人
の
伴
を
し
て
三
条

殿
の
屋
敷
に
赴
き
、
そ
の
酒
宴
の
席
で
、
給
仕
に
出
て
き
た
美
し
い
女
房
を

見
初
め
て
恋
の
病
と
な
る
。
そ
の
後
、
出
仕
し
な
い
粕
谷
を
心
配
し
て
尊
氏

が
医
師
や
朋
輩
の
佐
々
木
を
遣
わ
し
て
、
病
気
の
原
因
が
女
房
へ
の
恋
の
病

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
尊
氏
の
口
利
き
で
そ
の
女
房
と
結
ば
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
粕
谷
は
、
十
二
月
二
十
四
日
に
日
頃
信
仰
す
る
北
野
天
神
へ
と
久

し
ぶ
り
に
参
篭
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
夜
の
参
篭
中
に
、
都
に
て
若
い
女

房
が
盗
賊
に
殺
さ
れ
た
、
と
い
う
人
の
噂
話
に
胸
騒
ぎ
を
覚
え
て
現
場
に
駆

け
つ
け
て
み
る
と
、
ま
さ
し
く
そ
の
被
害
者
は
か
の
女
房
で
あ
っ
た
。
粕
谷

は
我
故
に
こ
の
よ
う
な
む
ご
い
最
期
を
遂
げ
た
か
と
思
い
、
や
が
て
そ
の
夜

の
う
ち
に
出
家
し
て
高
野
山
に
上
り
、
こ
の
二
十
年
ば
か
り
女
房
の
菩
提
を

弔
う
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
こ
の
粕
谷
の
哀
話
を
聞
い
て
、
次
に
語
り
始
め

た
玄
竹
（
三
条
の
荒
五
郎
）
は
、
そ
の
上
臆
を
殺
し
た
か
っ
て
の
盗
賊
こ
そ

自
分
で
あ
る
と
、
妻
子
を
養
う
た
め
に
無
慈
悲
に
も
そ
の
よ
う
な
所
業
に
及

ん
だ
過
去
を
隠
さ
ず
に
機
梅
す
る
の
で
あ
っ
た
。

「
さ
こ
そ
無
念
に
お
ぼ
し
め
し
候
ら
ん
。
い
か
や
う
に
も
愚
僧
を
殺
し
給

へ
」
と
殊
勝
な
姿
勢
の
玄
竹
に
対
し
て
、
粕
谷
入
道
は
、

た
と
ひ
世
の
常
の
発
心
な
り
と
も
、
互
に
此
姿
に
な
り
候
う
て
、
何
の

心
が
候
べ
き
。
ま
し
て
此
人
故
の
御
発
心
な
れ
ぱ
こ
と
さ
ら
に
な
つ
か

し
く
思
ひ
申
す
な
り
。
ま
こ
と
に
ざ
も
候
は
Ｆ
こ
の
人
は
菩
薩
の
変
化

な
り
。
か
回
る
女
人
と
現
れ
て
、
無
縁
の
わ
れ
ら
を
助
け
ん
が
為
に
、

大
慈
大
悲
の
御
方
便
と
思
ひ
候
へ
ぱ
、
な
を
な
を
古
こ
そ
忘
れ
が
た
く
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二
天
野
別
所

高
野
山
の
麓
に
位
置
す
る
天
野
別
所
は
「
山
上
大
門
よ
り
乾
の
方
に
当
た

り
、
路
程
百
五
十
余
町
を
隔
つ
。
山
麓
矢
立
辻
・
不
動
野
・
神
田
を
経
て

二
つ
鳥
居
に
出
づ
。
こ
れ
よ
り
左
へ
と
り
、
八
町
坂
を
下
り
て
幽
寂
の
勝
壌

あ
り
。
天
野
と
い
ふ
。
四
周
青
欝
連
続
し
、
そ
の
中
に
平
坦
あ
り
。
」

候
へ
。
か
圏
る
事
候
は
で
は
、
い
か
Ｆ
わ
れ
ら
出
家
し
て
、
う
き
世
を

（
マ
マ
）

い
と
ｑ
か
の
無
比
の
楽
を
う
け
ん
事
は
、
憂
い
の
中
の
喜
び
な
り
。

今
日
よ
り
後
は
同
心
な
る
べ
き
事
こ
そ
、
返
す
返
す
う
れ
し
く
候
へ
。

と
言
っ
て
墨
染
の
袖
を
濡
ら
す
の
で
あ
っ
た
。

翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
横
笛
も
時
頼
を
堅
固
な
発
心
へ
と
導
い
た
か
ら
に
は

ま
さ
に
善
知
識
で
あ
り
、
そ
の
後
ま
も
な
く
こ
の
世
か
ら
消
え
た
（
死
）
の

だ
か
ら
、
横
笛
も
観
音
と
観
念
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
横
笛
が
、
観
音
化
身
伝
説
で
有
名
な

法
華
寺
に
入
っ
て
、
間
も
な
く
病
死
し
た
と
す
る
平
家
物
語
諸
伝
本
中
の
新

た
な
る
設
定
は
、
横
笛
に
観
音
の
面
影
を
投
影
す
る
た
め
の
も
の
だ
ろ
う
。

滝
口
入
道
が
出
家
し
た
京
都
か
ら
も
、
修
行
の
地
に
選
ん
だ
高
野
山
か
ら
も

近
く
は
な
い
奈
良
の
法
華
寺
で
尼
と
な
っ
た
と
い
う
設
定
の
理
由
と
し
て

は
、
こ
の
寺
の
有
名
な
伝
承
た
る
光
明
皇
后
の
存
在
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

横
笛
を
し
て
、
奈
良
の
法
華
寺
へ
と
入
寺
せ
し
め
た
伝
承
の
力
と
は
、
横
笛

の
面
影
の
中
に
観
音
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
観
念
で
あ
っ
た
ろ
う
。

丹生都比売神社（｢紀伊国名所図会」国会図書館蔵）
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（
６
）

（
「
紀
伊
続
風
土
記
』
高
野
山
之
部
巻
二
○
天
野
社
上
）
と
い
う
山
中
１

の
幽
蓬
境
で
あ
る
。
と
共
に
、
高
野
山
と
の
密
接
な
関
係
か
ら
、
「
此
地
山

祷
四
周
し
て
幽
僻
の
地
な
れ
ど
も
、
天
野
明
神
鎮
ま
り
坐
る
地
な
る
を
以
て
、

常
に
参
詣
の
人
多
く
、
年
中
神
事
祭
礼
も
多
き
故
、
高
野
の
僧
徒
常
に
往
来

し
、
或
は
来
り
遊
ぶ
者
も
多
し
。
因
り
て
村
中
旅
舎
茶
店
等
あ
り
。
又
滑
稽

様
の
事
を
な
し
、
遊
戯
の
業
を
産
業
と
す
る
者
多
く
、
山
中
寒
随
の
風
少
し
。
」

Ｓ
紀
伊
続
風
士
記
』
伊
都
郡
之
部
巻
四
八
天
野
荘
上
天
野
村
）
と
、

丹
生
都
比
売
明
神
へ
の
信
仰
を
中
心
に
高
野
山
の
僧
侶
な
ど
が
多
く
参
詣
し

て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
、
高
野
山
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
天
野
別
所
に
、
横
笛
が

（
７
）

上
っ
た
と
い
う
伝
承
が
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
三
九
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

又
異
説
に
は
、
横
笛
は
、
法
輪
よ
り
帰
り
て
髪
を
お
ろ
し
、
双
林
寺
に

有
り
け
る
に
、
入
道
の
許
よ
り
、

し
ら
ま
弓
そ
る
を
恨
と
恩
ふ
な
よ
真
の
道
に
い
れ
る
我
身
ぞ

と
云
ひ
た
り
け
れ
ば
、
女
返
事
に

白
真
弓
そ
る
を
恨
と
思
ひ
し
に
ま
こ
と
の
道
に
入
る
ぞ
嬉
し
き

其
後
、
横
笛
尼
、
天
野
に
行
き
て
、
入
道
が
袈
裟
衣
す
国
ぐ
共
い
へ
り
。

横
笛
が
こ
の
天
野
別
所
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
天

（
８
）

野
が
、
滝
口
入
道
の
篭
っ
て
い
る
一
局
野
山
の
麓
に
当
た
る
と
い
う
距
離
の
近

さ
に
由
来
す
る
か
ら
で
は
あ
る
が
、
彼
女
が
こ
の
天
野
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た

の
に
は
、
彼
女
の
先
輩
た
ち
の
影
響
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
天
野
の
土
地
は
、
高
野
山
で
修
行
す
る
家
族
を
も
つ
女
性
た
ち
が
、

尼
と
な
っ
て
家
族
の
世
話
を
す
る
土
地
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
ら
し

い
ｏ西
行
法
師
は
勿
論
、
高
野
の
聖
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
歌
僧
で
あ

る
が
、
そ
の
妻
と
娘
が
天
野
に
て
尼
と
な
っ
て
住
ん
で
い
た
と
す
る
伝
承
が

（
９
）

あ
る
。
ま
ず
、
西
行
仮
託
の
説
話
集
『
撰
集
抄
』
巻
九
で
は
、
長
谷
寺
に

参
詣
し
て
い
た
西
行
が
、
偶
然
に
も
妻
と
再
会
す
る
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。

其
昔
、
か
し
ら
お
ろ
し
て
、
貴
き
寺
§
ま
い
り
あ
り
き
侍
し
中
に
、
神

無
月
上
の
弓
は
り
月
の
比
、
長
谷
寺
に
ま
い
り
侍
り
き
。
日
く
れ
か
魯

り
侍
て
、
入
あ
ひ
の
鐘
の
声
ば
か
り
し
て
、
物
さ
び
し
き
あ
り
さ
ま
、

木
ず
ゑ
の
も
み
ぢ
嵐
に
た
ぐ
ふ
姿
、
何
と
な
く
哀
に
侍
り
き
○
狐
、
観

音
堂
に
ま
い
り
て
、
法
施
な
ん
ど
た
む
け
侍
り
て
後
、
あ
た
り
を
見
め

ぐ
ら
す
に
、
尼
念
珠
を
す
る
侍
り
。
心
を
す
ま
し
て
念
珠
を
す
る
侍
り
。

あ
は
れ
さ
に
、
か
く
、

思
入
て
す
る
ず
雰
音
の
声
す
み
て
お
ぼ
え
ず
た
ま
る
我
な
み
だ
か
な

と
よ
み
て
侍
を
聞
て
、
此
尼
声
を
あ
げ
て
、
こ
は
い
か
に
と
て
、
袖
に

と
り
つ
き
た
る
を
み
れ
ば
、
年
比
階
老
同
穴
の
契
あ
さ
か
ら
ざ
り
し
女

の
は
や
、
ざ
ま
か
へ
に
け
る
な
り
。
浅
猿
く
覚
て
、
い
か
に
と
い
ふ

に
、
し
ば
し
は
泪
む
ね
に
せ
け
る
気
色
に
て
、
兎
角
物
云
こ
と
な
し
。

や
興
程
経
て
、
な
み
だ
を
お
き
へ
て
い
ふ
や
う
、
き
み
心
を
発
し
て
出

給
し
後
、
何
と
な
く
す
み
う
か
れ
て
よ
ひ
毎
の
鐘
も
そ
蕊
ろ
に
泪
を
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も
よ
ほ
し
、
暁
の
鳥
の
音
も
い
た
く
身
に
し
み
て
、
哀
に
の
み
成
ま
さ

り
侍
し
か
ば
、
過
ぬ
る
弥
生
の
比
、
か
し
ら
お
ろ
し
て
、
か
く
尼
に
な

れ
り
。
｜
人
の
娘
を
ぱ
、
母
方
の
を
ば
な
る
人
の
も
と
に
預
置
て
、
高

野
の
天
野
の
別
所
に
住
侍
る
な
り
。
き
て
も
又
、
我
を
さ
け
て
、
い
か

な
る
人
に
も
な
れ
給
は
Ｆ
、
よ
し
な
き
恨
も
侍
り
な
ま
し
。
是
は
実
の

道
に
お
も
む
き
給
ぬ
れ
ば
、
露
ば
か
り
の
う
ら
み
侍
ら
ず
。
還
て
知
識

と
な
り
給
ふ
な
れ
ば
、
う
れ
し
く
こ
そ
。
別
奉
り
し
時
は
、
浄
土
の
再

会
を
と
こ
そ
期
し
侍
り
し
に
、
恩
は
ざ
る
に
、
身
づ
か
ら
夢
と
こ
そ
覚

ゆ
れ
、
と
て
泪
せ
き
か
ね
侍
り
し
か
ば
、
ざ
ま
か
へ
け
る
事
の
う
れ
し

く
、
恨
を
残
さ
ざ
り
け
ん
事
の
よ
ろ
こ
ば
し
さ
に
、
そ
蜜
ろ
に
泪
を
な

が
し
侍
り
き
・
扱
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
さ
る
べ
き
法
文
な
ん
ど
い
ひ

を
し
へ
て
、
高
野
の
別
所
へ
尋
ゆ
か
ん
と
契
て
、
別
侍
り
き
。

西
行
に
捨
て
ら
れ
て
都
に
残
さ
れ
て
い
た
妻
が
、
尼
と
な
っ
て
、
高
野
山

の
麓
の
天
野
別
所
に
庵
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
西
行
が
出
家
す

る
に
当
た
っ
て
、
槌
り
付
く
の
を
足
蹴
に
さ
れ
た
娘
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い

（
、
）

蕾
７
と
、
鴨
長
明
の
「
発
心
集
』
巻
六
に
よ
れ
ば
、
彼
女
も
や
は
り
天
野
に

辿
り
着
い
て
い
た
ら
し
い
。

き
て
き
て
、
此
の
娘
、
尼
に
な
り
て
、
高
野
の
ふ
も
と
に
天
野
と
云
ふ

所
に
さ
い
だ
ち
て
母
が
尼
に
な
り
て
居
た
る
所
に
行
き
て
、
同
じ
心
に

行
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。
い
み
じ
か
り
け
る
心
な
る
ぞ
か
し
。

西
行
と
同
時
代
を
生
き
た
俊
寛
僧
正
の
悲
劇
は
平
家
物
語
や
歌
舞
伎
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
娘
も
、
亡
き
父
の
菩
提
を
天
野

別
所
で
弔
っ
た
と
の
伝
承
が
『
源
平
盛
衰
記
』
（
巻
十
一
）
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
僧
正
が
幼
少
よ
り
召
し
使
っ
て
い
た
有
王
は
硫
黄
が
島
ま
で
師
を
尋

ね
、
そ
の
最
期
を
看
取
っ
て
茶
毘
に
付
し
、
そ
の
遺
骨
を
抱
い
て
奈
良
で
身

を
ひ
そ
め
て
い
た
娘
の
許
を
訪
れ
る
。

奈
良
の
姫
君
に
見
せ
奉
り
け
れ
ば
、
悶
え
焦
れ
て
泣
悲
む
事
斜
な
ら
ず
。

さ
こ
そ
有
り
け
め
と
、
想
像
ら
れ
て
無
葱
な
り
。
童
申
し
け
る
は
、
御

文
を
御
覧
じ
て
こ
そ
、
御
歎
の
色
も
ま
さ
る
様
に
見
え
き
せ
給
ひ
し
か
、

硯
も
紙
も
な
か
り
し
か
ば
御
返
事
は
候
は
ず
。
思
召
さ
れ
し
御
心
の
中

さ
な
が
ら
空
し
く
止
み
に
き
と
て
、
恨
む
る
事
の
次
第
細
々
と
申
し
け

れ
ば
、
姫
君
涙
に
咽
び
て
物
も
仰
せ
ら
れ
ず
、
出
家
の
志
有
り
と
仰
せ

け
れ
ば
、
有
王
丸
兎
角
し
て
、
高
野
の
麓
天
野
の
別
所
と
云
ふ
山
寺
へ

具
し
奉
り
、
其
に
て
出
家
し
絵
ひ
に
け
り
。
真
言
の
行
者
と
成
っ
て
父

母
の
菩
提
を
弔
ひ
け
る
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
。
有
王
も
、
其
よ
り
高
野

山
に
登
り
、
奥
の
院
に
主
の
骨
を
納
め
、
卒
塔
婆
を
立
て
、
即
ち
出
家

入
道
し
て
、
同
じ
く
後
世
を
弔
ひ
け
り
。

俊
寛
の
娘
は
父
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
天
野
別
所
に
て
父
の
世
話
を

す
る
こ
と
は
勿
論
な
く
、
亡
父
の
菩
提
を
弔
う
の
み
で
あ
る
が
、
横
笛
と
同

じ
く
、
高
野
山
に
て
修
行
す
る
僧
侶
の
世
話
を
焼
い
た
尼
の
こ
と
が
鴨
長
明

（
Ⅱ
）

の
『
発
心
集
』
巻
一
に
見
曇
え
る
。

筑
紫
の
さ
る
地
方
に
、
田
畑
を
五
十
町
ば
か
り
も
持
つ
有
徳
者
が
い
た
。
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あ
る
日
、
そ
の
豊
か
な
稲
穂
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
突
如
と
し
て
「
惜
し

み
た
く
は
へ
た
る
物
、
何
の
詮
か
あ
る
。
は
か
な
く
執
心
に
ほ
だ
さ
れ
て
、

永
く
三
途
に
沈
み
な
ん
事
こ
そ
、
い
と
悲
し
け
れ
」
と
無
常
を
悟
る
心
が
強

く
起
っ
た
。
出
家
を
思
い
立
つ
が
、
一
旦
家
に
帰
っ
た
な
ら
ば
、
家
族
や
春

属
に
妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
ま
ま
何
気
な
い
風
を
装
っ
て
そ
の
地

を
離
れ
た
。

其
の
時
、
さ
す
が
に
物
の
け
し
き
や
し
る
か
り
け
ん
、
往
来
の
人
、
あ

や
し
が
り
て
家
に
告
げ
た
り
け
れ
ば
、
驚
き
さ
わ
ぎ
て
け
る
様
、
こ
と

わ
り
な
り
。
其
の
中
に
、
か
な
し
く
し
け
る
娘
の
十
二
三
ば
か
り
な
る

者
あ
り
け
り
。
泣
く
泣
く
追
ひ
つ
き
て
、
我
を
捨
て
て
は
、
い
づ
く
へ

お
は
し
ま
す
と
て
、
袖
を
ひ
か
へ
た
り
け
れ
ば
、
い
で
や
、
お
の
れ
に

さ
ま
た
げ
ら
る
ま
じ
き
ぞ
、
と
て
刀
を
抜
き
、
髪
を
押
し
切
り
つ
。
娘
、

恐
れ
を
の
の
き
て
、
袖
を
ば
離
し
て
返
り
に
け
り
。
斯
く
し
つ
つ
、
此

れ
よ
り
や
が
て
高
野
の
御
山
へ
上
っ
て
、
頭
を
そ
り
て
、
本
意
の
ご
と

く
な
む
行
ひ
け
り
。
彼
の
娘
、
恐
れ
て
と
ど
ま
り
け
れ
ど
、
猶
、
跡
を

尋
ね
て
尼
に
な
り
て
、
彼
の
山
の
ふ
も
と
に
住
み
て
、
死
ぬ
る
ま
で
物

打
ち
洗
ぎ
、
裁
ち
縫
ふ
わ
ざ
を
し
て
ぞ
孝
養
し
け
る
。
此
の
聖
人
、
後

に
は
徳
高
く
な
っ
て
、
高
き
も
賎
し
き
も
、
帰
せ
ぬ
人
な
し
。

こ
の
よ
う
に
、
天
野
別
所
に
は
、
高
野
山
に
て
修
行
を
す
る
僧
侶
に
献
身

的
に
世
話
を
す
る
尼
の
伝
承
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
、
物

理
的
な
距
離
の
関
係
だ
け
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
天
野
に
は
も
ち
ろ
ん
丹
生
明
神
な
る
こ
の
山
を
支
配
す
る
女
神

が
鎮
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
女
神
と
高
野
山
と
の
深
い
関
係
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
の
高
野
山
開
創
の
神
話
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

（
皿
）

の
先
縦
は
、
空
海
の
「
御
遺
笙
ロ
』
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
去
ん
じ
弘
仁
七
年
、
表
し
て
紀
伊
国
の
南
山
を
請
ひ
、
殊
に
入

定
の
処
と
な
す
。
一
両
の
草
庵
を
作
り
、
高
雄
の
旧
居
を
去
っ
て
、
移

り
て
南
山
に
入
る
。
蕨
の
峯
は
絶
遥
に
し
て
遠
く
人
気
を
阻
て
た
り
。

吾
れ
居
住
の
時
頻
に
明
神
の
衛
護
あ
り
。
（
中
略
）
彼
の
山
の
裏
の
路

の
辺
に
女
神
あ
り
、
名
づ
け
て
丹
生
津
姫
命
と
曰
ふ
。
そ
の
社
の
廻
に

十
町
許
の
沢
あ
り
、
も
し
人
到
り
着
け
ば
即
時
に
障
害
せ
ら
る
。
方
に

吾
が
上
登
の
日
、
巫
祝
に
託
し
て
曰
く
、
妾
神
道
に
在
っ
て
威
福
を
望

む
こ
と
久
し
、
方
に
今
、
菩
薩
こ
の
山
に
到
る
、
妾
が
幸
な
り
。
弟
子
、

昔
現
人
の
時
に
食
国
皇
命
家
地
を
給
ふ
に
万
許
町
を
以
て
す
。
南
は
南

海
を
限
り
、
北
は
日
本
河
を
限
り
、
東
は
大
日
本
国
を
限
り
、
西
は
応

神
山
の
谷
を
限
る
。
翼
く
は
永
世
に
献
じ
て
仰
信
の
情
を
表
す
と
云
云
。

如
今
件
の
地
の
中
に
所
有
せ
る
開
田
三
許
町
を
見
る
。
常
庄
と
名
づ
く

る
是
れ
な
り
。

高
野
山
で
修
行
を
す
る
空
海
に
対
し
て
、
土
地
を
「
永
世
に
献
じ
て
仰
信

の
情
を
表
」
し
た
り
し
て
、
そ
の
修
行
を
「
衛
護
」
す
る
丹
生
都
比
売
明
神

が
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
天
野
別
所
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
横
笛
ら
の
よ
う
に
、
高
野
山
上
に
ゆ
か
り
の
男
性
僧
侶
が
い
る

場
合
、
ま
っ
た
く
没
交
渉
で
、
麓
で
生
活
す
る
の
で
は
な
く
、
西
行
や
南
筑

紫
上
人
や
滝
口
入
道
に
対
し
て
そ
の
身
の
回
り
を
献
身
的
に
世
話
し
て
い
た

と
す
る
伝
承
は
、
高
野
山
の
仏
教
を
守
護
し
よ
う
と
約
束
し
た
丹
生
都
比
売

明
神
の
神
話
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

女
人
禁
制
た
る
高
野
山
上
で
修
行
を
す
る
男
性
僧
侶
の
身
の
回
り
の
世
話

を
、
天
野
に
居
住
す
る
尼
が
行
う
こ
と
と
、
丹
生
都
比
売
明
神
が
高
野
山
の

密
教
を
守
護
せ
ん
と
約
束
し
た
こ
と
と
は
、
少
な
く
と
も
矛
盾
は
来
た
さ
な

い
。横
笛
た
ち
は
、
安
ん
じ
て
高
野
山
上
の
僧
侶
の
世
話
を
焼
く
こ
と
が
可
能

丹生都比売明神像（｢高野四社明神

図」京都芸大芸術資料館蔵）

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
上
述
の
よ
う
な
文
脈
に
は
合
致
し
な
い
、
横
笛
の
天
野
伝
承

が
あ
る
。

懐
英
の
「
高
野
春
秋
編
年
輯
錘
』
巻
７
、
治
承
４
年
秋
７
月
の
記
事
が

そ
れ
で
あ
る
。

（
マ
マ
）

斉
藤
滝
口
入
道
頓
時
登
山
発
心
。
是
依
三
艶
女
見
二
激
動
一
也
。
○
伝
云
。

頼
時
與
二
遊
女
横
笛
女
一
交
情
。
一
時
笛
女
以
二
怨
心
一
故
剃
髪
染
衣
。
来

閑
。
居
天
野
里
至
頼
時
伝
聞
。
随
喜
感
悦
慕
。
来
之
聿
発
心
住
山
。

○
此
事
平
家
物
語
相
反
・

こ
の
高
野
山
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
伝
承
に
よ
れ
ば
、
時
頼
が
高
野
山
に
登

山
し
た
の
は
、
「
艶
女
」
の
「
激
動
」
を
見
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
艶
女
す
な
わ
ち
横
笛
の
「
激
動
」
と
は
、
彼
女
が
一
時
的
に
大
層
な
「
怨

心
」
を
抱
く
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
故
に
「
剃
髪
染
衣
」
し
て
、
こ
の
天
野
の

里
に
閑
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
時
頼
が
伝
え

聞
い
て
、
「
随
喜
感
悦
」
し
て
、
天
野
の
里
お
よ
び
高
野
山
に
慕
い
来
た
っ

て
発
心
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
流
れ
は
確
か
に
「
高
野
春
秋
編
年
輯
録
」
が

「
此
事
平
家
物
語
相
反
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
平
家
物
語
の
そ
れ
と
は

相
違
し
て
い
る
。
平
家
物
語
で
は
、
読
み
本
系
で
あ
ろ
う
が
、
語
り
本
系
で

あ
ろ
う
が
、
ま
ず
時
頼
の
突
然
の
出
家
と
、
そ
の
後
の
横
笛
の
絶
望
と
い
う

順
番
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
高
野
山
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
横
笛
伝
承
の
異
伝
は
、
し
ご
く
簡
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を
導
く
善
知
識
と
し
て
の
横
笛
、

こ
と
な
っ
た
相
貌
を
備
え
て
い
る
。
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
の
記
事
で
は
、

ま
ず
横
笛
が
出
家
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
異
伝
で
は
、
時
頼
（
滝
口
）

略
な
断
章
で
は
あ
る
が
、

る
可
憐
な
横
笛
像
と
は
極
北
を
な
す
横
笛
像
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。

山
を
譲
り
、

る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
異
伝
は
、
長
門
本
平
家
物
語
な
ど
の
、
恋
破
れ
て
入
水
自
殺
を
遂
げ

る
Ｃ

そ
れ
は
、
高
野
山
に
て
密
教
の
聖
地
を
尋
ね
歩
い
て
い
た
空
海
を
導
き
、

そ
し
て
密
教
を
守
護
し
続
け
て
い
る
丹
生
津
比
売
明
神
に
重
な

こ
れ
ま
で
の
平
家
物
語
の
横
笛
伝
承
と
は
大
き
く

と
い

横笛恋塚（天野） つ
た
性
格
が
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
い

化
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
別
箇
の
思
想
を

語
っ
て
は
い
な
い
。

覚
一
本
や
源
平
盛
衰
記
の

伝
承
、
さ
ら
に
は
こ
の
『
高

野
春
秋
編
年
輯
録
』
の
異
伝

は
、
横
笛
の
可
憐
な
悲
恋
物

語
か
ら
飛
翔
し
て
、
横
笛
と

り
と
い
う
型
の
伝
承
の
先
鋭

異
伝
は
、
奈
良
法
華
寺
で
病

死
し
た
り
、
天
野
別
所
で
滝

口
入
道
の
袈
裟
衣
を
洗
っ
た

し
か
し
、
こ
の

う
。
そ
れ
は
大
き
く
考
え
れ
ば
、
観
音
や
女
神
の
現
世
へ
の
顕
現
を
、
中
世
の

人
々
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

ろ
う
。

そ
れ
ら
の
仏
神
の
面
影
を
重
ね
よ
う
と
す
る
伝
承
者
の
思
い
に
由
来
し
て
い
よ

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
１
）
「
平
家
物
語
長
門
本
延
慶
本
対
照
本
文
』
（
勉
誠
出
版
二
○
二
年
）

（
２
）
覚
一
本
「
平
家
物
語
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
。
覚
一
本
な
ど
は
、
横
笛

が
滝
口
と
悲
し
い
別
れ
を
し
た
直
後
に
桂
川
で
入
水
し
た
と
い
う
分
か
り
易
く

い
う
女
性
を
、
観
音
や
女
神
（
丹
生
都
比
売
明
神
）
に
寄
り
添
わ
せ
、
彼
女
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
覚
一

鎌
倉
に
お
い
て
、
平
重
衡
の
世
話
を
し
た
白
拍
子
の
「
千
手
前
」
の
場
合
が
あ
る
。

「
吾
妻
鏡
」
で
は
、
千
手
前
は
、
処
刑
の
た
め
に
重
衡
が
、
「
上
洛
之
後
、
恋
慕

之
思
朝
夕
不
休
、
憶
念
之
所
積
、
若
為
発
病
之
因
歎
之
由
人
疑
之
云
々
」
（
文
治

四
年
瓜
月
廿
五
日
条
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
顛
末
は
十
分
に
感
動
的
と

恋
慕
の
心
情
の
積
り
で
病
死
し
た
と
記
述
す
る
。

自
然
な
流
れ
の
展
開
を
採
用
し
な
い
で
、

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

つ
ま
り
は
、
文
学
的
感
傷
よ
り
も
仏
教
的
論
理
を
重
ん
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
横
笛
の
場
合
も
こ
の
千
手
前
と
似
た
物
語
構
想
に
よ
る
展
開
が
な
さ
れ

「
三
人
法
師
」
（
Ｈ
本
古
典
文
学
大
系
本
『
御
伽
草
子
」
）

「
紀
伊
続
風
土
記
」
（
巌
南
堂
一
九
七
五
年
）

「
興
福
寺
濫
鵤
記
』
（
大
日
本
仏
教
全
書
）

「
秋
夜
長
物
語
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
「
御
伽
草
子
二

注

本
・
源
平
盛
衰
記
は
こ
の
千
手
前
を
出
家
さ
せ
て
い
る

い
た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
繋
が
っ
て
い
る
で
あ

一
旦
、
奈
良
の
法
華
寺
で
尼
と
な
り
、

似
た
よ
う
な
事
例
と
し
て
は
、

、

卜
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（
７
）
「
源
平
盛
衰
記
」
（
芸
林
舎
一
九
七
五
年
）

（
８
）
滝
口
入
道
が
高
野
山
に
お
い
て
止
住
し
た
多
聞
院
（
現
在
の
大
円
院
）
に
は
、

次
の
よ
う
な
横
笛
説
話
の
後
日
譜
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

平
家
物
語
、
盛
衰
記
其
意
た
が
は
ず
。
但
し
、
滝
口
入
道
出
家
の
後
は
多
聞

坊
浄
阿
と
名
け
、
治
承
四
庚
子
歳
七
月
、
此
山
清
浄
心
院
に
来
り
、
其
傍
ら

に
庵
室
を
結
ぶ
。
其
庵
室
を
多
聞
坊
と
呼
・
其
坊
舎
跡
、
今
清
浄
心
谷
の
入

口
に
あ
り
。
む
か
し
は
此
あ
た
り
多
く
客
坊
あ
り
。
清
浄
心
院
を
所
依
の
本

坊
と
し
て
道
心
者
の
た
ぐ
ひ
の
客
僧
多
く
来
り
て
住
す
と
か
や
。
又
小
松
大

臣
の
墓
（
瀧
口
入
道
の
建
立
と
云
云
）
及
浄
阿
多
聞
坊
が
塚
な
ど
も
現
に
本

院
の
傍
な
る
地
に
あ
り
と
い
ふ
。
又
梨
の
坊
に
も
瀧
口
入
道
の
妻
横
笛
、
鴬

と
な
り
て
梅
の
樹
に
来
り
鳴
。
そ
の
梅
を
鴬
の
梅
と
云
ひ
、
又
鶯
の
死
せ
し

井
を
鶯
井
と
い
ふ
。
古
跡
も
残
れ
り
。
志
か
れ
ば
初
に
は
清
浄
心
院
の
坊
に

住
し
、
後
に
は
梨
の
坊
に
住
す
る
歎
。
依
て
盛
衰
記
に
梨
の
坊
に
住
す
と
記

せ
し
は
後
の
住
所
に
従
へ
て
云
・
平
家
物
語
丼
盛
衰
記
本
異
に
は
初
の
住
所

に
よ
っ
て
爾
か
書
け
る
者
な
ら
ん
嗽
。
Ｓ
紀
伊
続
風
土
記
高
野
山
之
部
」
巻

之
十
七
寺
家
之
七
蓮
花
谷
堂
社
家
）

（
９
）
「
撰
集
抄
」
巻
九
（
『
撰
集
抄
全
注
釈
下
巻
』
笠
間
書
院
二
○
○
一
一
一
年
）

（
ｕ
『
発
心
集
』
巻
六
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
「
方
丈
記
発
心
集
』
）

（
Ⅱ
弓
発
心
集
』
巻
一
。
高
野
南
筑
紫
上
人
や
西
行
法
師
の
事
例
を
見
る
に
つ
け
、

出
家
者
と
そ
の
家
族
の
そ
の
時
点
に
お
け
る
関
係
は
、
鋭
い
緊
張
、
対
立
関

係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
強
い
対
立
構
造
が
、
時
間
を

経
て
、
高
野
山
の
麓
の
こ
の
天
野
の
里
に
お
い
て
は
、
両
者
の
融
合
、
和
解

の
関
係
へ
と
移
行
し
て
い
る
さ
ま
を
こ
の
両
者
の
事
例
は
示
し
て
い
る
。
こ

の
空
間
の
、
融
合
・
和
解
と
い
う
性
格
は
、
と
り
も
直
さ
ず
こ
の
土
地
に
鎮

ま
る
丹
生
津
比
売
明
神
の
そ
れ
が
基
底
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
山
上

の
高
野
山
の
僧
侶
の
男
性
原
理
と
、
麓
の
天
野
の
女
神
の
女
性
原
理
と
の
融

和
と
し
て
、
こ
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
真
言
宗
に
お
け
る
、
密
教
を
守
る
女
神
の
神
話

群
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
じ
く
真
言
宗
の
影
響
下
に
あ
っ
た
厳
島
の
女
神
も
、
密
宗
を
守
護
せ
ん

と
宣
言
し
た
と
、
東
密
の
伝
承
で
語
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
、
劔
阿

手
沢
本
の
「
厳
島
大
明
神
日
記
』
（
金
沢
文
庫
蔵
）
及
び
長
門
本
平
家
物
語

を
見
る
に
、
厳
島
の
女
神
が
い
か
に
空
海
の
密
教
流
布
に
協
力
し
た
か
が
窺

え
る
。

又
擁
護
ノ
詞
二
我
一
心
精
誠
ヲ
ヌ
キ
テ
孤
嶋
ノ
霊
幽
二
詣
ス
。
此
即
道
心
ヲ

オ
コ
シ
仏
法
ヲ
弘
行
セ
ム
ガ
為
也
。
伯
三
十
三
ノ
大
願
ヲ
オ
コ
ス
中
二
道
心

ノ
願
第
一
也
。
其
文
ノ
心
二
云

一
度
参
詣
諸
衆
生
三
途
八
難
永
離
苦

和
光
同
塵
結
縁
者
八
相
成
道
常
作
仏

ト
云
へ
り
。
一
度
参
詣
ノ
輩
ハ
氷
ク
悪
道
ニ
ヲ
チ
ズ
ト
御
誓
有
。
其
証
拠
ハ

弘
法
大
師
二
御
知
印
ヲ
モ
チ
テ
其
色
ヲ
顕
ス
。
我
朝
二
密
宗
ノ
渡
事
ハ
此
ノ

神
ノ
御
願
也
。
鎮
西
竈
門
峯
ヲ
去
テ
此
嶋
二
移
セ
給
シ
ハ
、
併
ラ
此
志
ノ
故

也
。
サ
レ
バ
弘
法
大
師
此
神
二
生
合
マ
ヒ
ラ
セ
給
ヘ
リ
。
（
中
略
）
御
入
唐

ノ
時
ハ
厳
島
一
一
詣
テ
七
日
参
篭
有
テ
願
ハ
、
我
密
宗
ヲ
伝
ト
思
志
懇
切
也
。

’
一
一
十
一
一
一
願
ノ
中
二
第
一
ノ
御
願
ノ
如
ク
ハ
我
ニ
カ
ヲ
ソ
ヘ
サ
セ
給
へ
ト
祈
請

申
サ
セ
給
フ
。
大
明
神
ア
ラ
タ
ニ
御
対
面
有
テ
、
我
神
武
天
皇
ノ
御
代
ノ
立

始
二
供
御
ノ
峯
ナ
ル
ガ
故
二
竈
門
山
二
居
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
彼
ヲ
去
テ
此
嶋

二
選
リ
タ
ル
事
、
併
此
法
ヲ
興
行
ノ
為
也
。
ト
ク
、
、
御
入
唐
有
ベ
シ
。
我

現
ジ
テ
カ
ヲ
ソ
ヘ
奉
ベ
シ
ト
云
々
。
（
後
略
）
（
「
金
沢
文
庫
の
中
世
神
道
資
料
』

金
沢
文
庫
平
成
八
年
八
月
）

こ
う
し
た
、
東
密
と
そ
れ
を
守
護
す
る
女
神
と
い
う
構
図
も
、
そ
の
祖
型

は
丹
生
津
比
売
明
神
と
空
海
と
の
契
約
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
祖
型
の

120



Ｅ
）
「
御
遺
告
」
（
「
弘
法
大
師
空
海
全
集
」
第
八
巻
所
収
。
筑
摩
書
房
）

（
旧
）
「
高
野
春
秋
編
年
輯
録
」
巻
七
（
大
日
本
仏
教
全
書
）
。
「
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』

が
横
笛
の
こ
と
を
「
遊
女
横
笛
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

確
か
に
平
家
物
語
諸
本
の
中
に
も
「
横
笛
は
先
跡
を
尋
ぬ
れ
ば
、
神
崎
の
君
の

長
者
の
侍
従
が
娘
也
」
（
長
門
本
）
と
、
彼
女
を
遊
女
の
娘
と
す
る
記
載
も
複
数

あ
る
。
し
か
し
、
遊
女
の
娘
と
す
る
設
定
と
、
遊
女
そ
の
も
の
と
す
る
設
定
と

で
は
や
は
り
相
当
な
懸
隔
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
善
知
識
と
し
て
の
横
笛

と
い
う
観
念
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
｜
見
す
る
と
そ
の
よ
う
に
も
感
じ

ら
れ
る
が
、
し
か
し
我
々
は
中
世
に
お
け
る
遊
女
と
菩
薩
と
の
不
思
議
な
イ
メ
ー

ジ
の
重
な
り
の
伝
承
を
知
っ
て
い
る
。
西
行
法
師
は
江
口
の
里
で
、
性
空
上
人

は
室
の
津
で
、
遊
女
の
中
に
菩
薩
を
見
て
い
た
と
伝
わ
る
し
、
そ
し
て
そ
れ
は

説
話
集
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
能
「
江
口
」
な
ど
を
通
じ
て
、
｜
般
に
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
。
遊
女
と
い
う
記
述
と
、
彼
女
が
先
に
出
家
し
、
そ
れ
が
滝

口
を
も
導
い
た
と
い
う
、
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
二
つ
の
事
象
は
、

遊
女
の
中
に
菩
薩
を
見
る
中
世
以
来
の
宗
教
的
思
念
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
の

矛
盾
は
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。
横
笛
を
遊
女
の
娘
ど
こ
ろ
か
遊
女
そ
の
も
の
と

記
述
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
横
笛
の
聖
性
を
よ
り
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
。

延
長
上
に
、
東
寺
に
お
け
る
稲
荷
山
茶
枳
尼
天
、
神
護
寺
・
醍
醐
寺
に
お
け
る

清
滝
権
現
、
そ
し
て
宮
島
の
大
聖
院
と
厳
島
弁
才
天
の
密
接
な
関
係
も
醸
成
ざ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

1２１
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