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本
日
は
後
の
三
人
の
先
生
方
の
お
話
の
前
座
と
し
て
、
日
本
の
都
城
の
流
れ
、
な
か
で
も
飛
鳥
、
藤
原
京
、
平
城

京
の
三
つ
の
都
を
取
り
上
げ
、
基
本
的
な
流
れ
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

飛
鳥
諸
宮
の
展
開

飛
鳥
時
代
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
ら
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
普
通
は
、
推す

い

古こ

天
皇
の
時
代
か
ら
後
を
さ
し

て
い
ま
す
。
正
史
に
残
る
最
初
の
女
帝
と
し
て
、
推
古
天
皇
が
豊と

ゆ
ら
の
み
や

浦
宮
に
即
位
し
た
五
九
二
年
十
二
月
か
ら
、
約
百

年
後
の
六
九
四
年
の
藤
原
京
遷
都
ま
で
は
、
飛
鳥
周
辺
に
宮
殿
が
集
中
的
に
営
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
が
、
い

わ
ゆ
る
飛
鳥
時
代
で
す
。

た
だ
し
、
現
在
の
明
日
香
村
は
か
な
り
広
い
面
積
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
、
飛
鳥
と
呼
ば
れ
た
範
囲
は
か
ぎ

ら
れ
て
お
り
、
平
地
部
分
で
は
南
北
一
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
○
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

明
日
香
村
の
字
名
で
い
う
と
、
大
字
飛
鳥
と
大
字
岡
の
二
つ
が
中
心
で
す
。
そ
の
北
側
は
小お

墾は
り

田だ

、
南
側
は
橘
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
橘
は
、
聖
徳
太
子
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
地
域
で
、
現
在
も
橘

た
ち
ば
な

寺で
ら

と
い
う
お
寺
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
橘
と
い
う
地
域
に
営
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
橘
寺
と
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
方
、
推
古
が

即
位
し
た
豊
浦
宮
は
、
飛
鳥
か
ら
み
る
と
飛
鳥
川
を
は
さ
ん
だ
西
側
の
対
岸
に
あ
た
り
、
小
墾
田
の
西
が
豊
浦
に
な

り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
豊
浦
宮
は
、
推
古
天
皇
の
た
め
に
新
し
く
造
営
さ
れ
た
宮
殿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
蘇
我
氏
の

邸
宅
を
転
用
し
た
も
の
と
推
定
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
不
備
な
部
分
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
と
い
う
の
は
、
推

古
が
即
位
す
る
わ
ず
か
一
か
月
前
の
十
一
月
に
、
崇す

峻し
ゅ
ん

天
皇
（
大
王
）
が
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
、
急
遽
、
推

古
が
即
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
当
時
の
宮
殿
で
も
一
か
月
で
新
造
す
る
こ
と
は
無
理
で
、
推
古
は
も
と

も
と
あ
っ
た
な
ん
ら
か
の
施
設
を
宮
殿
と
し
て
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
が
、『
日
本
書
紀
』
に
書

か
れ
て
い
な
い
行
間
を
読
む
お
も
し
ろ
さ
で
も
あ
り
ま
す
。
蘇
我
氏
が
豊
浦
一
帯
に
い
ろ
い
ろ
な
施
設
や
邸
宅
を
構

え
て
い
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
蘇
我
氏
の
一
員
で
あ
る
推
古
も
、
蘇

我
氏
の
邸
宅
を
宮
殿
と
し
て
使
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
六
○
○
年
に
隋
と
の
国
交
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
載
が
あ
り
ま
せ

ん
が
、
中
国
の
歴
史
書
で
あ
る
『
隋
書
』
に
、
倭
か
ら
使
い
が
き
た
こ
と
が
載
っ
て
い
ま
す
。
別
段
、
こ
の
記
事
を

疑
う
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
六
○
○
年
に
中
国
と
の
国
交
が
百
数
十
年
ぶ
り
に
再
開
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
転

機
を
迎
え
た
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

国
交
が
結
ば
れ
る
と
、
両
国
間
を
使
者
が
往
還
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
当
然
、
宮
殿
に
も
使
者
が
や
っ
て
き
ま

す
が
、
そ
の
と
き
に
、
豪
族
の
邸
宅
を
転
用
し
た
宮
殿
で
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
推
古
は

六
○
三
年
に
小お

墾は
り

田だ
の

宮み
や

を
造
営
し
て
移
り
、
隋
の
使
い
で
あ
る
裴は

い

世せ
い

清せ
い

な
ど
が
そ
こ
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
小
墾
田
宮

の
造
営
に
は
、
そ
う
し
た
外
国
の
使
節
を
迎
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
宮
殿
を
新
造
す
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と

想
像
さ
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
推
古
は
ず
い
ぶ
ん
長
生
き
を
し
ま
す
が
、
六
二
八
年
に
死
去
し
、
舒じ

ょ

明め
い

天
皇
が
即
位
し
ま
す
。
こ
れ
以

降
の
飛
鳥
諸
宮
は
、
宮
号
に
「
飛
鳥
」
を
冠
す
る
よ
う
に
、
狭
義
の
飛
鳥
の
地
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
順
番
に
い
う

と
、
飛あ

す
か
の
お
か
も
と
の
み
や

鳥
岡
本
宮
（
六
三
○
〜
六
三
六
年
）、
飛あ

す
か
の
い
た
ぶ
き
の
み
や

鳥
板
蓋
宮
（
六
四
三
〜
六
五
五
年
）、
後の

ち
の
あ
す
か
の
お
か
も
と
の
み
や

飛
鳥
岡
本
宮
（
六
五
六
〜

六
七
二
年
）、
飛あ

す
か
の
き
よ
み
は
ら
の
み
や

鳥
浄
御
原
宮
（
六
七
二
〜
六
九
四
年
）
の
四
宮
で
す
。
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こ
れ
ら
の
宮
殿
の
位
置
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
り
ま
し
た
が
、
一
九
五
九
年
以
降
継
続
し
て
い
る
発
掘
調
査
で
、

大
き
く
三
時
期
（
Ⅰ
期
〜
Ⅲ
期
）
に
区
分
さ
れ
る
遺
構
群
を
確
認
し
、
飛
鳥
寺
南
方
の
明
日
香
村
岡
の
一
帯
に
ほ
ぼ

重
複
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
発
掘
は
、
最
初
の
年
が
奈
良
文
化
財
研
究
所
（
当
時
は
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
）、
翌
年
か
ら
は
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。

宮
殿
で
す
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
量
の
土
器
が
出
土
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
出
土
し
た
土
器
や
木
簡
の
年
代

か
ら
、
Ⅰ
期
が
飛
鳥
岡
本
宮
、
Ⅱ
期
が
飛
鳥
板
蓋
宮
（
有
名
な
大
化
改
新
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
行
わ
れ
た
宮
殿
）、
そ

し
て
一
番
新
し
い
Ⅲ
期
が
後
飛
鳥
岡
本
宮
と
飛
鳥
浄
御
原
宮
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
当
時
の
宮
殿
が
す
で
に
天
皇
一
代
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て

維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
政
務
を
と
っ
た
天
皇
で
い
う
と
、
飛
鳥
板
蓋
宮
は
皇こ

う

極ぎ
ょ
く

・
斉さ

い

明め
い

の
二
代
、
後
飛
鳥
岡
本
宮
は
斉
明
・
天て

ん

智じ

・
天て

ん

武む

の
三
代
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
は
天
武
・
持じ

統と
う

の
二
代
の
天
皇
が
使

用
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
七
世
紀
中
葉
以
降
の
大
和
の
王
宮
は
、
火
災
に
よ
っ
て
一
時
的
に
移
動
し
た
場
合
を

除
く
と
、
実
質
上
、
こ
の
場
所
に
固
定
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

飛
鳥
の
防
衛
施
設
と
百
済
王
宮
の
影
響

七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
飛
鳥
諸
宮
の
周
り
に
い
ろ
い
ろ
な
施
設
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。『
日
本
書

紀
』
の
六
五
六
年
の
記
事
に
は
、
斉
明
天
皇
が
田た
む
の
み
ね

身
嶺
（
多
武
峰
）
の
頂
上
に
垣
を
め
ぐ
ら
せ
、
嶺
の
上
に
両ふ
た
つ
き
の
み
や

槻
宮

を
営
ん
だ
こ
と
や
、「
狂た

ぶ
れ
ご
こ
ろ
の
み
ぞ

心
渠
」
と
呼
ば
れ
る
渠
を
掘
ら
せ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
隻
の
舟
に
石
を
積
ん
で
「
宮

の
東
の
山
」
に
運
び
、
垣
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
み
え
ま
す
。

こ
う
し
た
記
事
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
一
九
九
二
年
に
は
、
飛
鳥
宮
の
東
側
に
あ
る
酒さ

か

船ふ
ね

石い
し

遺
跡
の
丘
陵
で
、
壁

面
に
砂
岩
切
石
（
天
理
の
石
上
豊
田
付
近
か
ら
切
り
出
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
）
を
積
み
重
ね
た
版
築
土
塁

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
、
丘
陵
の
東
側
（
飛
鳥
池
東
方
遺
跡
）
で
、
川
を
改
修
し
た
大
規
模
な
流
路
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
狂
心
渠
に
あ
た
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
す
。
ま
た
、
明
日
香
村
教
育
委
員
会
や
奈
文
研

の
発
掘
調
査
で
も
、
そ
の
下
流
部
分
に
あ
た
る
流
路
が
数
か
所
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、「
宮
の
東
の
山
」
に
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
を
、
多
武
峰
ま
で
つ
づ
く
大
規
模
な
山
城
の
造
営
と
理
解
さ

れ
る
方
も
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
お
ら
れ
た
河
上
邦
彦
さ
ん
は
そ
の
立
場
で
す
が
、『
日
本

書
紀
』
の
記
事
か
ら
い
う
と
、
そ
れ
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
多
武
峰
の
稜
線
上
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
両
槻
宮

を
、「
宮
の
東
の
山
」
に
あ
た
る
酒
船
石
遺
跡
の
丘
陵
に
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
記
事
を
本

格
的
な
山
城
造
営
と
み
る
の
は
難
し
い
と
考
え
る
人
は
、
私
だ
け
で
な
く
、
数
多
く
お
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
古
代
史
上
、
六
六
三
年
と
い
う
年
は
大
き
な
転
換
点
に
な
り
ま
す
。
日
本
は
朝
鮮
半
島
の
白は

く

村す
き

江の
え

で
唐
と

新
羅
の
連
合
軍
と
戦
っ
て
大
敗
を
喫
し
、
唐
や
新
羅
に
よ
る
侵
攻
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
九
州
北

部
か
ら
瀬
戸
内
を
経
て
畿
内
に
い
た
る
長
大
な
防
衛
ラ
イ
ン
を
強
化
し
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
九
州
北
部
に
多
く
の
朝

鮮
式
山
城
を
構
築
し
ま
し
た
。
六
六
七
年
三
月
に
は
、
都
も
近お

う

江み

（
い
ま
の
滋
賀
県
）
の
大お

お

津つ
の

宮み
や

に
移
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
防
衛
強
化
の
一
環
と
し
て
、
近
江
遷
都
以
前
の
大
和
で
も
、
王
権
の
中
枢
で
あ
る
飛
鳥
の
防
衛
が
図

ら
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
当
時
の
朝
廷
に
と
っ
て
守
る
べ
き
対
象
と
は
、
第
一
に
天
皇
の
宮
殿
で
あ

る
後
飛
鳥
岡
本
宮
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
実
際
、
そ
の
東
方
の
丘
陵
で
は
、
断
片
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
尾
根
筋

に
設
け
た
掘
立
柱
塀
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。


