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中
ご
ろ
、
市

い
ち
の
か
み正

時と
き

光み
つ

と
い
ふ
笙し

や
う吹

き
あ
り
け
り
。
茂し

げ

光み
つ

と
い
ふ
篳ひ

ち

篥り
き

師
と
囲
碁
を
打

ち
て
、
同
じ
声
に
裹く

わ

頭と
う

楽ら
く

を
唱し

や
う
が歌

に
し
け
る
が
、
お
も
し
ろ
く
お▼
ぼ
え
け
る
ほ
ど
に
、

内
よ
り
と▼
み
の
こ
と
に
て
時
光
を
召▼
し
け
り
。

　
御
使
ひ
至
り
て
、
こ
の
よ
し
を
言
ふ
に
、
い
か
に
も
、
耳
に
も
聞
き
入
れ
ず
、
た
だ

も
ろ
と
も
に
揺
る
ぎ
合
ひ
て
、
と
も
か
く
も
申
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
御
使
ひ
、
帰
り
参
り

て
、
こ
の
よ
し
を
あ
り
の
ま
ま
に
ぞ
申
す
。
い
か
な
る
御
戒
め
か
あ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど

に
、「
い▼
と
あ
は
れ
な
る
者
ど
も
か
な
。
さ
ほ
ど
に
楽
に
愛め

で
て
、
何
ご
と
も
忘
る
ば

か
り
思
ふ
ら
む
こ
そ
、
い
と
や▼
む
ご
と
な
け
れ
。
王
位
は
口
惜
し
き
も
の
な
り
け
り
。

行
き
て
も
え▼
聞
か
ぬ
こ
と
。」
と
て
、
涙
ぐ
み
給た

ま

へ
り
け
れ
ば
、
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
あ

り
け
る
。

　
こ
れ
ら
を
思
へ
ば
、
こ
の
世
の
こ
と
思
ひ
捨
て
む
こ
と
も
、
数
寄
は
こ
と
に
た
よ
り

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
中
ご
ろ
　
そ
う
遠
く
な
い
昔
。

2
市
正
　
都
の
市
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
の
長
官

の
こ
と
。

3
時
光
　
豊と

よ
は
ら
の原
時
光
。
生
没
年
未
詳
。
十
一
世

紀
後
半
頃
の
人
。
笙し

ょ
う

の
名
手
と
伝
え
ら
れ
る
。

4
笙
吹
き
　
笙
の
演
奏
家
。「
笙
」
は
雅
楽
で

用
い
る
管
楽
器
の
一
種
。

7
同
じ
声
に
　
声
を
合
わ
せ
て
。

8
裹
頭
楽
　
雅
楽
の
曲
名
。

9
唱
歌
　
音
楽
の
旋
律
を
口
で
唱
え
る
こ
と
。

10
揺
る
ぎ
合
ひ
て
　
互
い
に
体
を
揺
り
動
か
し

て
。

11
数
寄
　
好
き
な
道
に
没
入
す
る
こ
と
。

5
茂
光
　
和わ

邇に

部べ
の

茂
光
。
生
没
年
未
詳
。
篳ひ

ち
り
き篥

の
名
手
と
伝
え
ら
れ
る
。

6
篳
篥
師
　
篳
篥
の
演
奏
家
。「
篳
篥
」
は
雅

楽
で
用
い
る
縦
笛
。



�

笙
と
篳
篥
の
演
奏
『
発
心
集
』

19 数寄の楽人

� 「
涙
ぐ
み
給
へ
り
け
れ
ば
」〔
一
八
・
9
〕、「
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
あ
り
け
る
。」〔
一
八
・
9
〕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
ど
の
よ
う

な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
。

� 「
こ
の
世
の
こ
と
思
ひ
捨
て
む
こ
と
も
、
数
寄
は
こ
と
に
た
よ
り
と
な
り
ぬ
べ
し
。」〔
一
八
・
11
〕
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

� 

本
文
中
か
ら
係
り
結
び
を
抜
き
出
そ
う
。

学
習
の
手
引
き

語
句
と
表
現

▼ お
ぼ
ゆ
　
と
み
　
召
す
　
い
と
　

や
む
ご
と
な
し
　
え

　
発
心
集
　
説
話
集
。
編
者
は
鴨

か
も
の

長ち
ょ
う

明め
い

〔
一
一

五
五
？
│
一
二
一
六
〕。
鎌
倉
時
代
初
期
（
十

三
世
紀
初
め
）
に
成
立
。
出
家
、
遁と

ん

世せ
い

、
往

生
に
つ
い
て
の
仏
教
説
話
を
約
百
話
収
め
る
。

本
文
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
に
よ
っ
た
。

と
な
り
ぬ
べ
し
。 

『
発ほ

つ

心し
ん

集
』
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　「
ぞ
」「
こ
そ
」
な
ど
の
特
定
の
助
詞
が
文
中
に
置
か
れ
た
場
合
、
そ

の
結
び
の
部
分
は
終
止
形
で
は
な
く
、
連
体
形
ま
た
は
已い

然ぜ
ん

形
に
な
る
。

こ
れ
を
係
り
結
び
と
い
い
、
強
意
や
疑
問
・
反
語
の
意
を
表
す
。

❖ 

か
か
る
道
は
、
い
か
で 
か 
い
ま
す
る
。〔
四
七
・
12
〕 

［
疑
問
］

❖ 

頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ 

ぞ 
経ふ

る
〔
五
二
・
3
〕 

［
強
意
］

❖ 

思
ひ
の
ほ
か
に 

な
む 

あ
り
け
る
。〔
一
八
・
9
〕 

［
強
意
］

❖ 

何
ご
と
も
忘
る
ば
か
り
思
ふ
ら
む 

こ
そ 

、
い
と
や
む
ご
と
な
け
れ
。

　〔
一
八
・
7
〕 
［
強
意
］

連
体
形

連
体
形

連
体
形

已
然
形

　
現
代
文
で
「
花
が
咲
け
ば
」
と
い
え
ば
、「
咲
け
」
が
仮
定
形
で
あ

る
の
で
「
も
し
花
が
咲
く
な
ら
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件
を
表
す
。

　
古
文
で
は
、「
花
咲
け
ば
」
の
「
咲
け
」
は
已
然
形
で
あ
る
た
め
、「
花

が
咲
く
の
で
」「
花
が
咲
く
と
」
と
い
う
確
定
条
件
を
表
す
。
古
文
で

仮
定
条
件
を
表
す
場
合
は
、「
花
咲
か
ば
」
の
よ
う
に
、
未
然
形
を
用

い
る
。

❖ 

仏
だ
に
よ
く
書
き
奉
ら 

ば 

〔
一
三
・
2
〕 

［
仮
定
条
件
］

�

［（
と
に
か
く
）
仏
さ
え
上
手
に
描
き
申
し
上
げ
た
な
ら
ば
］

❖ 

と
も
か
く
も
申
さ
ざ
り
け
れ 

ば 

〔
一
八
・
5
〕 

［
確
定
条
件
］

�

［
な
ん
と
も
申
し
上
げ
な
か
っ
た
の
で
］

❖ 

見
れ 

ば 

、
す
で
に
わ
が
家
に
移
り
て
〔
一
二
・
5
〕 

［
確
定
条
件
］

�

［
見
る
と
、（
火
は
）
も
う
我
が
家
に
移
っ
て
］

未
然
形 

＋ 

ば 

⬇ 

仮
定
条
件
（
も
し
…
な
ら
ば
）

已
然
形 

＋ 

ば 

⬇ 

確
定
条
件
（
…
の
で
・
…
と
）

＊
「
ば
」
は
助
詞
。

助
詞

結
び

意
味

や
・
か
　

連
体
形
で
結
ぶ
。

疑
問
・
反
語

ぞ
・
な
む

強
意

こ
そ
　
　

已
然
形
で
結
ぶ
。
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