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い
か
に
、
奏
聞
ま
を
す
べ
き
事
の
候
。
毎
年
の
嘉
例
の
如
く
、
鶴
亀
を
舞
は
せ
ら
れ
、
そ
の
後
、
月

　
　
宮
殿
に
て
舞
楽
を
奏
せ
ら
れ
う
ず
る
に
て
候
。
…
…
謡
曲
鶴
亀

所
謂
五
風
、
十
雨
が
、
度
に
過
ぎ
て
、
侘
し
か
つ
た
旧
年
の
夢
に
つ
い
で
、
今
年
は
ほ
ゝ
笑
ま
し
い
現
実

の
暦
を
捲
き
返
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
祝
言
に
も
な
れ
ば
、
こ
の
短
文
の
作
者
な
る
初
老
の

翁
は
望
外
の
慶
び
と
す
る
。

鶴
亀
の
能
は
、
極
め
て
の
短
篇
で
、
い
は
ゞ
祝
賀
の
舞
を
催
さ
う
と
す
る
だ
け
の
開
口
の
文
句
に
過
ぎ
な

い
。
し﹅
て﹅
な
る
皇
帝
に
、
大
臣
わ﹅
き﹅
が
次
ぐ
と
い
ふ
異
風
で
も
あ
り
、
古
式
と
も
見
え
る
演
出
法
を
持
つ

た
曲
で
あ
る
。

　
　
皇
帝
「
と
も
か
く
も
、
は
か
ら
ひ
候
へ
」

で
、
子
方
二
人
の
鶴
亀
の
連
舞
ひ
に
な
る
。
こ
れ
に
興
が
進
ん
で
、
皇
帝
自
身
も
舞
楽
し
て
、
そ
の
後
一

同
退
場
と
な
る
。
初
春
「
青
陽
の
節
会
」
に
象
つ
た
も
の
、
新
年
の
祝
賀
能
で
あ
る
。
こ
の
し﹅
て﹅
の
地
位

に
、
極
め
て
「
翁
」
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
見
え
る
。
こ
の
鶴
亀
の
曲
の
起
原
と
ま
で
断
言
す

る
こ
と
は
出
来
ず
と
も
、
尠
く
と
も
そ
の
能
楽
化
す
る
径
路
を
示
す
ら
し
い
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。

「
翁
」
の
当
今
行
は
れ
る
も
の
は
、
所
謂
「
四
日
の
式
」
と
称
す
る
も
の
で
、
初ハツ
、
二
、
三
日
の
式
と
は
、
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大
同
な
が
ら
小
異
を
持
つ
て
ゐ
る
。
五
日
の
式
も
、
初
日
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
両
日
に
通
じ
て
行
は
れ

る
特
殊
な
部
分
の
一
個
所
は
、
所
謂
「
千
歳
の
舞
」
が
度
数
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
千
歳
の
舞
の
間

に
、

　
　
と
こ
ろ
千
代
ま
で
お
は
し
ま
せ
。
地
「
我
ら
も
千
秋
さ
む
ら
は
う
」
鶴
と
亀
と
の
齢
に
て
、
と
こ
ろ

　
　
は
久
し
く
栄
え
給
ふ
べ
し
や
。
鶴
は
千
代
経
る
。
君
は
い
か
ゞ
経
る
。
地
「
よ
ろ
づ
代
こ
そ
経
れ
。

　
　
あ
り
う
。
と
う
と
う
」

と
第
一
の
千
歳
の
舞
を
舞
ひ
を
さ
め
る
時
を
見
計
ら
つ
て
、
「
鶴
亀
の
風
流
」
と
い
ふ
も
の
が
、
挿
入
せ

ら
れ
る
こ
と
が
、
昔
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
狂
言
方
の
為
事
で
あ
る
。
こ
の
風
流
と
称
す
る
物
に

は
、
こ
の
ほ
か
色
々
あ
り
、
ま
た
出
端
も
区
々
で
あ
つ
た
が
、
今
は
話
が
小
う
る
さ
く
な
る
の
を
避
け
る
。

野
々
村
・
安
藤
両
氏
の
狂
言
集
成
本
に
よ
つ
て
、
咄
し
て
行
く
と
、
し﹅
て﹅
（
鶴
）
つ﹅
れ﹅
（
亀
）
前
後
に
な

つ
て
、
一
度
に
出
る
。

　
　
一
声
二
人
「
亀
は
万
年
の
劫
を
経
て
、
鶴
も
千
歳
や
重
ぬ
ら
ん
」

　
　
千
歳
「
あ
ら
奇
特
や
。
是
へ
鶴
亀
の
現
れ
出
で
た
る
は
、
如
何
や
う
な
る
仔
細
に
て
候
ぞ
」

　
　
鶴
「
そ
の
事
に
て
候
。
唯
今
、
千﹅
歳﹅
ふ﹅
る﹅
の
次
第
に
、
鶴
は
千﹅
歳﹅
ふ﹅
る﹅
。
君﹅
は﹅
い﹅
か﹅
﹅ゞ

ふ﹅
る﹅
と
候
ほ

　
　
ど
に
、
其
縁
に
よ
り
、
か
ゝ
る
め
で
た
き
を
り
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
罷
り
出
で
ゝ
候
」
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そ
れ
か
ら
、
千
歳
と
亀
と
の
問
答
が
あ
つ
て
、
鶴
亀
に
舞
を
促
す
。

　
　
二
人
「
千
歳
ふ
る
の
縁
に
引
か
れ
、
〳
〵
、
緑
の
亀
も
舞
ひ
遊
べ
ば
、
丹
頂
の
鶴
も
飛
び
ま
は
り
、

　
　
今
こ
の
と
こ
ろ
に
、
一
千
年
の
齢
を
授
け
奉
り
、
是
ま
で
な
り
と
て
鶴
亀
と
も
に
千﹅
歳﹅
ふ﹅
る﹅
に
お
暇

　
　
申
し
、
千
歳
ふ
る
に
暇
申
し
て
、
海
中
さ
し
て
ぞ
帰
り
け
る
」

こ
れ
が
、
ま
だ
三
番
叟
も
座
に
直
ら
ぬ
間
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
千
歳
の
祝
言
を
脇
で
聞
い

て
ゐ
た
形
で
、
即
興
的
に
出
で
加
は
る
、
仮
装
の
喜
劇
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
上
方
で
生
れ

た
も
の
が
、
幼
少
の
を
り
に
見
馴
れ
て
来
た
祭
礼
時
の
「
俄
ぢ
や
。
思
ひ
出
し
た
」
と
呼
ば
り
な
が
ら
、

咄
嗟
の
思
ひ
つ
き
ら
し
い
即
興
劇
を
演
じ
て
廻
つ
た
、
あ
れ
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。
即
、
ま
だ
演
芸
と
し
て

舞
台
に
登
ら
な
か
つ
た
に
は
か
に
そ
の
ま
ゝ
だ
と
い
へ
ば
わ
か
る
だ
ら
う
。
江
戸
末
期
の
に
は
か
の
種
本

と
い
ふ
べ
き 

風 

流 

俄 

フ
リ
ウ
ニ
ハ
カ
、
俄
天
狗
類
の
書
物
に
は
、
か
う
い
つ
た
上
品
ぶ
つ
た
物
も
ま
じ
つ
て
ゐ
る
。

私
は
、
に﹅
は﹅
か﹅
と
対
立
し
て
ゐ
た
や
う
に
見
え
よ
う
が
、
実
は
一
つ
の
物
が
次
第
に
、
両
方
へ
ふ
る
ひ
分

け
ら
れ
て
行
つ
た
次
第
な
の
で
あ
る
。
後
々
ま
で
残
つ
た
こ
の
「
鶴
亀
の
風
流
」
の
類
の
も
の
は
、
勿
論
、

能
・
狂
言
分
離
後
の
形
で
あ
ら
う
け
れ
ど
、
こ
れ
と
同
じ
や
う
な
事
情
で
、
し
か
も
能
楽
草
創
期
に
幾
多

の
曲
目
が
出
来
て
、
そ
れ
が
二
つ
の
部
類
分
け
せ
ら
れ
て
行
つ
た
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
と
思
ふ
の
だ
。
能

楽
は
、
そ
の
以
前
あ
つ
た
幾
種
と
も
算
へ
知
れ
ぬ
所
謂
猿
楽
の
本
流
と
な
つ
た
。
さ
う
し
て
、
長
く
猿
楽
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能
で
通
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
新
猿
楽
の
本
芸
と
も
、
表
芸
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は
、
春
の
初
め
或
は
農
村
諸

行
事
の
開
始
を
祝
福
す
る
意
味
を
持
つ
た
「
翁
」
で
あ
つ
た
。
こ
の
「
翁
」
か
ら
種
々
の
能
芸
が
分
化
し

て
ゐ
る
。
「
脇
能
」
と
も
い
ふ
「
神
能
」
が
、
そ
の
第
一
出
発
点
に
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
ん
な
こ
と

も
、
実
は
も
つ
と
〳
〵
詳
し
い
論
理
を
辿
つ
て
行
か
ね
ば
、
ほ
ん
た
う
に
は
呑
み
こ
ん
で
貰
へ
な
い
の
で

あ
る
が
、
今
は
荒
筋
し
か
語
ら
れ
な
い
。

「
翁
」
の
所
作
や
詞
章
の
意
義
を
再
演
し
、
解
説
す
る
と
い
つ
た
「
脇
能
」
の
ほ
か
に
、
か
う
い
ふ
風
に

何
時
で
も
勝
手
に
、
登
場
し
て
、
即
興
的
な
「
口
上
や
茶
番
」
の
や
う
な
こ
と
、
舞
踊
を
行
つ
て
行
く
も

の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
今
い
つ
た
や
う
に
、
猿
楽
能
の
発
足
点
の
一
つ
を
作
つ
た
と
見
て
さ
し
支
へ
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。

鶴
亀
風
流
の
場
合
で
い
ふ
と
、
こ
れ
が
直
に
能
の
鶴
亀
に
な
つ
た
と
は
い
へ
な
い
ま
で
も
、
「
鶴
亀
」
自

身
は
、
恐
ら
く
こ
れ
と
同
じ
や
う
な
過
程
を
以
て
成
立
し
た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
そ
れ

が
単
に
「
舞
」
を
行
ふ
た
め
の
言
ひ
訣
に
出
来
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
構
造
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、

さ
う
い
ふ
こ
と
は
い
へ
る
と
思
ふ
。
風
流
と
い
ふ
以
上
、
人
目
立
つ
や
う
な
仮
装
を
凝
し
て
出
て
来
た
も

の
で
あ
ら
う
。
鶴
亀
風
流
と
似
た
ら
し
い
も
の
に
「
仙
鶴
風
流
」
な
ど
い
ふ
も
の
も
あ
つ
た
。
恐
ら
く
丹

頂
の
鶴
が
仙
家
の
使
ひ
、
と
い
つ
た
意
味
で
出
て
来
る
も
の
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
或
は
「
松
亀
風
流
」
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な
ど
い
ふ
曲
目
も
名
は
伝
つ
て
ゐ
る
。
同
じ
鳥
に
し
て
も
、
鳳
凰
風
流
な
ど
い
ふ
の
が
あ
る
。
「
仙
人
風

流
」
「
蒼
頡
風
流
」
「
青
龍
風
流
」
な
ど
い
ふ
名
目
を
見
る
と
、
如
何
に
も
、
能
楽
を
ず
つ
と
高
尚
に
す

る
こ
と
に
役
立
つ
た
先
進
芸
能
な
る
延
年
舞
の
風
流
の
影
響
の
、
残
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
思
は
せ
ら
れ
る
。

し
か
も
ま
た
、
「
春
日
風
流
」
「
住
吉
風
流
」
「
布
留
風
流
」
「
相
生
風
流
」
な
ど
い
ふ
題
目
を
考
へ
る

と
、
皆
が
さ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
神
能
と
深
い
関
係
を
持
つ
た
も
の
ゝ
あ
つ
た
こ
と
が
思

は
れ
る
。
そ
の
一
方
、
前
に
も
い
つ
た
通
り
、
狂
言
に
這
入
つ
て
行
つ
た
も
の
も
あ
つ
た
こ
と
の
想
像
出

来
る
も
の
が
あ
る
。
「
毘
沙
門
風
流
」
「
餅
風
流
」
「
蟻
風
流
」
そ
の
他
、
福
神
風
流
、
三
面
風
流
な
ど

は
、
今
も
狂
言
に
、
そ
れ
と
同
じ
系
統
の
も
の
と
思
は
れ
る
曲
を
考
へ
る
こ
と
は
出
来
る
。

鶴
亀
の
謡
に
よ
つ
て
、
小
口
を
切
ら
う
と
試
み
た
鶴
の
物
語
の
計
画
が
、
唯
そ
れ
だ
け
で
も
う
、
許
さ
れ

た
時
間
を
費
し
た
こ
と
に
な
つ
た
。
だ
か
ら
、
ほ
ん
の
目
安
だ
け
を
並
べ
て
、
私
の
い
は
う
と
し
た
考
へ

に
対
し
て
、
責
任
を
塞
い
で
置
き
た
い
と
思
ふ
。
鶴
亀
と
熟
し
て
、
長
命
延
齢
の
禽
虫
の
標
本
と
考
へ
た

の
は
、
漢
土
伝
来
の
信
仰
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
勢
ひ
を
盛
り
返
し
て
来
た
の
は
、
福
神
信
仰
の
隆
ん
に
な

つ
た
室
町
時
代
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
頃
す
で
に
、
支
那
で
は
亀
に
対
す
る
考
へ
方
が
あ
ま
り
に

廃
頽
的
享
楽
を
聯
想
さ
せ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
て
、
紳
士
と
し
て
は
、
口
外
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
つ
て
ゐ
た
で
も
あ
ら
う
が
、
彼
土
の
旧
時
代
の
文
化
を
為
入
れ
た
ま
ゝ
の
我
が
国
で
は
、
亀
に
つ
い
て
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も
依
然
、
鶴
と
並
べ
て
好
し
い
聯
想
ば
か
り
を
持
つ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
勿
論
、
芸
能
以
外
に
も
、

さ
う
し
た
信
仰
は
失
せ
る
こ
と
な
く
、
今
ま
で
続
い
て
来
た
。
だ
が
、
さ
う
し
た
漢
土
の
信
仰
と
い
つ
た

も
の
を
受
け
る
土
台
に
な
つ
た
日
本
の
古
代
民
族
信
仰
に
、
幾
分
で
も
鶴
亀
延
年
の
思
想
が
あ
つ
た
か
と

い
ふ
こ
と
が
、
実
は
本
題
に
な
る
は
ず
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

所
謂
「
た
づ
」
の
中
に
は
、
勿
論
「
つ
る
」
も
這
入
つ
た
け
れ
ど
、
「
た
づ
」
は
必
し
も
、
後
代
の
我
々

の
考
へ
る
「
つ
る
」
の
類
ば
か
り
で
な
か
つ
た
。
必
高
行
く
翅
を
持
つ
て
身
は
大
き
く
、
色
は
白
か
つ
た
。

必
し
も
、
近
代
の
考
へ
に
上
り
易
い
脚
の
長
い
こ
と
が
「
た
づ
」
の
資
格
で
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の

中
特
に
、
「
脚﹅
高﹅
た﹅
づ﹅
」
に
限
つ
て
「
あ
し
た
づ
」
と
い
つ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
る
つ
も
り
も
含

ま
れ
て
ゐ
る
。
今
年
の
詠
進
歌
な
ど
に
も
、
幾
百
幾
千
と
よ
み
込
ま
れ
る
だ
ら
う
あ﹅
し﹅
た﹅
づ﹅
な
る
語
は
、

蘆
叢
に
ゐ
る
鶴
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
丹
頂
鶴
で
も
な
さ
ゝ
う
だ
と
い
ふ
こ
と
が
い
へ
れ
ば
幸
ひ
で
あ
つ

た
。
さ
う
し
て
最
後
に
と
つ
て
置
い
た
問
題
が
あ
る
。
日
本
民
族
共
通
の
信
仰
の
楽
土
常
世
の
国
に
住
む

鳥
で
、
人
間
の
魂
を
保
管
し
て
、
搬
び
来
り
携
へ
去
る
白
鳥
が
、
古
代
人
の
考
へ
た
「
た
づ
」
で
あ
つ
た
。

霊
魂
の
身
に
這
入
る
こ
と
が
、
生
命
の
初
ま
り
で
も
あ
り
、
復
活
で
も
あ
つ
た
。
そ
の
魂
の
鳥
な
る
「
た

づ
」
と
、
鶴
（
カ
ク
）
、
鵠
（
コ
ク
）
と
結
び
つ
い
て
、
長
命
の
鳥
と
い
ふ
考
へ
を
育
て
ゝ
行
つ
た
こ
と

は
、
読
者
の
方
々
に
と
つ
て
も
、
考
へ
難
く
な
か
ら
う
と
思
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　21

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年11

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
卷
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日
発
行

初
出
：
「
大
阪
毎
日
新
聞
」

　
　
　1935

（
昭
和10

）
年1
月4
日

※
初
出
時
の
表
題
は
「
鶴
《
た
づ
》
が
音
」
で
す
。

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
十
年
一
月
四
日
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の

「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
フ
ク
ポ
ー

2018

年12

月24

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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