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い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
テ
レ
ビ
で
曲
水

宴
が
放
映
さ
れ
た
。
奈
良
明
日
香
で
の
こ
と
で

あ
る
。
古
代
人
の
服
を
身
に
つ
け
た
人
々
が
、

き
れ
い
な
庭
園
の
泉
水
の
流
れ
に
杯
を
浮
か
べ
、

上
座
か
ら
杯
が
自
分
の
と
こ
ろ
ま
で
流
れ
て
く

る
間
に
詩
を
つ
く
り
、
杯
を
取
っ
て
飲
み
ほ
す

と
い
う
遊
び
で
あ
る
。
芝
生
の
上
に
毛
氈
を
し

き
、
笙
・
篳
篥
・
横
笛
な
ど
、
烏
帽
子
を
つ
け

た
楽
衆
の
か
な
で
る
雅
楽
の
旋
律
は
、
見
る
人
、

聞
く
人
の
心
を
幽
玄
の
世
界
へ
と
ひ
き
ず
り
こ

ん
で
ゆ
く
。
の
ん
び
り
し
た
風
景
の
中
に
緊
張

し
て
い
る
人
々
の
顔
と
、
詩
を
詠
ん
で
ほ
っ
と

し
た
人
々
の
顔
が
写
し
出
さ
れ
、
雅
の
世
界
を

満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

こ
の
曲
水
宴
は
奈
良
時
代
か
ら
始
ま
り
、
雛

流
し
と
結
び
つ
い
た
行
事
で
あ
る
。
三
月
三
日

桃
の
節
句
は
、
も
と
も
と
は
上
巳
と
い
っ
て
、

三
月
最
初
の
巳
日
に
人
形
を
作
っ
て
身
の
穢
を

は
ら
い
、
こ
れ
を
水
辺
に
流
し
て
棄
て
る
信
仰

で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
月
の
数
と
日
の
数
を
重

ね
る
節
日
が
尊
重
さ
れ
て
か
ら
三
月
三
日
と
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
雛
人
形
は
紙
雛
の
立
ち
姿
で
、

素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
。
雛
人
形
が
布
製
に
な

り
、
雛
壇
を
一
段
だ
け
も
う
け
、
小
さ
な
屏
風

を
背
に
、
す
わ
っ
た
内
裏
雛
が
飾
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
ま
で
下
り
、
元
禄

ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
雛
壇
も
三
段
あ
る
は

五
段
に
し
、
内
裏
雛
の
ほ
か
に
天
神
や
金
時
・

弁
慶
・
犬
張
子
な
ど
、
雛
祭
り
に
は
関
係
の
な

い
、
い
ろ
い
ろ
な
人
形
を
飾
っ
て
に
ぎ
や
か
に

す
る
こ
と
が
流
行
し
た
。
五
人
囃
子
や
三
人
官

女
、
衛
士
（
仕
丁
）、
桜
と
橘
な
ど
の
揃
っ
た
雛

壇
の
定
型
が
で
き
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
後
期

に
な
る
。 

  

あ
か
り
と
つ
け
ま
し
ょ
ぼ
ん
ぼ
り
に 

 

お
花
を
あ
げ
ま
し
ょ
桃
の
花 

 

と
な
る
の
は
こ
の
後
で
あ
る
。
祐
天
上
人
の
活

躍
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
の
中
期
で
あ
り
、
ま

だ
定
型
が
で
き
る
前
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
月

の
節
句
が
こ
れ
か
ら
盛
ん
に
な
ろ
う
と
す
る
時

代
に
な
っ
て
い
た
。 

 

『
明
顕
山
寺
録
』（
祐
天
寺
の
記
録
）
に
よ
る

と
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
二
月
二
十
四
日
、

五
代
将
軍
綱
吉
は
、
増
上
寺
門
秀
上
人
や
伝
通

院
祐
天
上
人
な
ど
、
江
戸
府
内
の
檀
林
（
注
１
）

住
職
と
増
上
寺
の
長
老
ら
を
江
戸
城
に
招
き
法

問
（
浄
土
宗
の
教
え
を
聞
く
こ
と
）
を
行
わ
せ

た
。
与
え
ら
れ
た
題
は
「
一
心
不
乱
」
で
、
と

く
に
祐
天
上
人
が
説
法
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う

命
令
で
あ
っ
た
。
当
日
は
他
宗
の
高
僧
た
ち
も

招
待
さ
れ
、
大
ぜ
い
い
た
大
奥
の
老
女
方
も
聞

く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
席
で
祐
天
上
人
は
、

「
一
心
不
乱
」
と
い
う
の
は
、
念
仏
者
の
最
も

大
切
な
心
が
ま
え
で
あ
り
、
念
仏
を
す
る
と
き

は
、
心
を
一
つ
に
し
て
乱
さ
な
い
よ
う
に
し
、

心
の
底
か
ら
阿
弥
陀
様
を
念
ず
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
し
た
。
小
僧
時

代
か
ら
つ
ら
い
修
行
を
続
け
、
何
度
か
中
断
し

よ
う
か
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
見

ぬ
き
つ
つ
、
よ
り
き
び
し
い
修
行
を
要
求
し
た

の
が
師
匠
の
檀
通
上
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
い

あ
っ
て
す
っ
か
り
実
力
を
つ
け
た
祐
天
上
人
は
、

諸
国
の
人
々
に
あ
っ
て
な
や
み
を
き
き
、
そ
の

解
決
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
経

験
か
ら
説
き
あ
か
す
説
法
は
、
聞
く
人
々
の
心

に
せ
ま
り
、
深
い
感
銘
を
与
え
た
。
ま
さ
に
生

き
た
仏
の
説
法
で
あ
っ
た
。
鋭
く
人
間
の
心
を
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と
ら
え
た
説
法
は
、
多
く
の
人
々
を
感
動
さ
せ

た
。
当
日
熱
の
入
っ
た
説
法
を
み
す
の
中
で
聞

い
て
い
た
綱
吉
の
側
室
お
伝
の
方
（
瑞
春
院
）

は
、
祐
天
上
人
の
徳
の
備
わ
っ
た
姿
を
見
て
、

あ
ま
り
の
あ
り
が
た
さ
に
感
激
し
、
慈
悲
に
満

ち
た
祐
天
上
人
の
姿
を
残
し
た
い
と
考
え
た
。

そ
こ
で
自
ら
祐
天
上
人
の
座
っ
て
説
法
さ
れ
て

い
る
像
を
作
り
、
長
悦
像
と
名
づ
け
た
。
祐
海

上
人
の
覚
に
よ
る
と
、
こ
の
人
形
に
は
、
紫
衣

と
緋
衣
に
御
袈
裟
、
白
綸
子
や
白
羽
二
重
の
綿

入
り
を
は
じ
め
、
赤
い
茵
（
ふ
と
ん
）
ま
で
作

ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
最
高
級
の
織
物
で
あ
り
、

袈
裟
は
金
襴
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
三
月
の
雛
祭
り
の
と
き
雛
壇
に

飾
り
、
こ
と
の
ほ
か
ご
馳
走
を
し
た
と
い
う
。

ま
る
で
生
き
て
い
る
人
と
同
じ
よ
う
に
接
待
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
代
か
ら
高
僧
と
い

わ
れ
る
人
々
は
多
い
け
れ
ど
も
、
大
奥
の
雛
壇

に
飾
ら
れ
た
人
の
名
は
知
ら
な
い
。
い
か
に
尊

敬
さ
れ
て
い
た
か
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
。

こ
の
後
長
悦
像
は
瑞
春
院
か
ら
陽
春
院
香
青
へ

下
さ
れ
、
や
が
て
祐
海
上
人
（
祐
天
寺
二
世
）

に
下
さ
れ
た
。
祐
海
上
人
は
、
増
上
寺
に
栄
転

さ
れ
て
間
も
な
く
祐
天
上
人
に
こ
の
像
を
見
せ

た
。
こ
れ
を
見
た
祐
天
上
人
は
笑
わ
れ
た
と
記

録
に
は
書
い
て
あ
る
。
祐
天
上
人
の
心
情
は
ど

う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

長
悦
像
が
作
ら
れ
た
宝
永
四
年
と
い
う
年
は
、

祐
天
上
人
七
十
一
歳
の
と
き
で
、
大
奥
に
召
さ

れ
て
ご
馳
走
さ
れ
た
回
数
が
異
常
に
多
い
。
五

月
を
除
く
毎
月
大
奥
に
召
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

こ
の
年
だ
け
こ
ん
な
に
多
か
っ
た
の
か
明
ら
か

で
な
い
が
、
当
時
伝
通
院
の
住
職
で
あ
っ
た
祐

天
上
人
は
、
破
格
の
待
遇
で
あ
っ
た
。
す
で
に

増
上
寺
の
三
大
僧
正
と
同
格
で
大
奥
の
待
遇
を

う
け
、
宝
永
二
年
六
月
、
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院

の
臨
終
に
は
善
知
識
（
注
２
）
と
な
っ
て
十
念

を
授
け
て
い
る
。
翌
宝
永
三
年
に
は
、
清
揚
院

（
徳
川
綱
重
）
を
伝
通
院
か
ら
増
上
寺
に
移
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
祐

天
上
人
の
信
頼
は
絶
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
将
軍
を
は
じ
め
、
大
奥
の
人
々
が

こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
般
庶
民
が
帰
依

す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
家
宝
と

す
る
た
め
に
六
字
の
名
号(
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を

授
か
り
た
い
と
人
々
が
群
参
し
た
こ
と
も
理
解

で
き
る
。
高
齢
の
上
に
多
忙
な
生
活
を
続
け
て

い
た
祐
天
上
人
は
、
そ
の
願
い
を
か
な
え
て
や

っ
た
。
ま
れ
に
見
る
高
僧
で
あ
っ
た
。 

 

（
注
１
）
檀
林
＝
学
問
寺
。
江
戸
時
代
の
浄

土
宗
で
は
、
関
東
の
十
八
檀
林
が
知
ら
れ
、

そ
の
中
江
戸
に
は
増
上
寺
・
伝
通
院
・
霊
巖

寺
・
幡
随
院
・
霊
山
寺
の
五
檀
林
が
あ
っ
た
。 

（
注
２
）
善
知
識
＝
人
を
善
い
方
へ
導
く
善

き
人
。
と
く
に
浄
土
宗
で
は
浄
土
往
生
の
念

仏
の
教
え
に
導
く
人
を
い
う
。 


