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一
︑
は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
﹄
に
は
音
楽
演
奏
場
面
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
︒
平
安
時
代

の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
︑
音
楽
は
学
問
や
和
歌
な
ど
と
並
ん
で
︑
必
ず
身
に
付

け
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
能
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
従
っ
て
︑
こ

の
物
語
自
体
が
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
︑
音

楽
の
演
奏
場
面
が
多
い
と
云
う
の
も
当
然
と
云
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
音
楽
関
連

記
事
は
︑
一
見
何
気
な
い
日
常
活
動
の
活
写
と
思
え
る
が
︑
実
の
と
こ
ろ
後
述

す
る
よ
う
に
︑
物
語
の
展
開
を
側
面
か
ら
し
な
や
か
に
支
え
る
役
割
を
担
っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
こ
の
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
と
最
も
係
わ
り
の
深
い
男
君
の
一
人
が

頭
中
将①
で
あ
る
︒
父
は
左
大
臣
︑
母
は
桐
壺
帝
の
妹
宮
と
云
う
︑
生
ま
れ
も
育

ち
も
申
し
分
の
な
い
藤
原
氏
を
代
表
す
る
貴
公
子
で
あ
り
︑
光
源
氏
と
は
生
涯

を
通
じ
て
無
二
の
親
友
で
あ
る
と
同
時
に
︑
時
に
は
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
厳
し
く

対
峙
す
る
と
云
う
関
係
に
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の
頭
中
将
に
焦
点
を
当
て
て
︑
物
語
の
ど
の
よ
う
な
展

開
の
中
で
何
の
楽
器
を
演
奏
し
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能

な
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
︒

二
︑
桐
壺
帝
の
時
代

こ
の
時
代
は
︑
時
の
帝
の
妹
宮
を
正
室
に
持
つ
﹁
御
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と

な
き
﹂
︵
桐
壺
①
四
八②
︶
左
大
臣
と
︑
春
宮
の
祖
父
で
﹁
つ
ひ
に
世
の
中
を
知

り
た
ま
ふ
べ
き
﹂
︵
桐
壺
①
四
八
︶
右
大
臣
の
二
大
勢
力
が
拮
抗
す
る
形
で
政

権
の
座
を
分
け
合
っ
て
い
た
︒
本
来
で
あ
れ
ば
右
大
臣
が
帝
の
外
戚
と
し
て
権

勢
を
牛
耳
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
︑
明
王
と
讃
え
ら
れ
た
桐
壺
帝
は

左
大
臣
を
重
用
し
て
︑
以
て
政
治
勢
力
の
均
衡
を
図
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
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政
情
の
中
︑
頭
中
将
は
蔵
人
と
し
て
帝
の
側
近
く
に
あ
っ
て
︑
光
源
氏
や
左
大

臣
と
共
に
帝
の
親
政
を
支
え
て
い
た
︒

た
だ
し
︑
留
意
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
頭
中
将
が
政
略
結

婚
の
た
め
に
右
大
臣
家
の
四
の
君
を
正
室
と
し
て
迎
え
た
と
云
う
事
実
で
あ
る
︒

こ
の
出
来
事
は
賢
木
巻
以
降
に
な
る
と
次
第
に
重
み
を
増
し
て
来
る
︒

さ
て
こ
こ
で
︑
光
源
氏
と
の
係
わ
り
を
軸
と
し
な
が
ら
︑
こ
の
時
代
の
頭
中

将
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
に
し
て
お
き
た
い
︒
先
ず
は
公
務
に
お
け
る
二
人
の

関
係
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒

帝
の
側
近
頭
中
将
は
︑
﹁
七
つ
に
な
り
た
ま
ひ
し
こ
の
か
た
︑
帝
の
御
前
に

夜
昼
﹂
︵
須
磨
②
一
八
四
︶
伺
候
し
て
い
る
光
源
氏
と
は
︑
当
然
な
が
ら
日
夜

連
携
し
て
公
務
に
臨
ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
︒
実
際
物
語
の

中
で
も
︑
﹁
日
た
け
て
︑
お
の
お
の
殿
上
に
参
り
た
ま
へ
り
︒
︵
略
︶
公
事
多
く

奏
し
下
す
日
に
て
﹂
︵
紅
葉
賀
①
三
四
五
︶
と
描
か
れ
て
い
る
︒
加
え
て
︑
青

年
時
代
は
二
人
と
も
近
衛
府
の
将
官
と
し
て
も
職
掌
を
同
じ
く
し
て
い
た
︒

一
方
︑
私
事
に
お
け
る
二
人
の
行
状
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
︒

御
む
す
こ
の
君
た
ち
︑
た
だ
こ
の
御
宿
直
所
の
宮
仕
を
つ
と
め
た
ま
ふ
︒

宮
腹
の
中
将
は
︑
中
に
親
し
く
馴
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
︑
遊
び
戯
れ
を
も

人
よ
り
は
心
や
す
く
馴
れ
馴
れ
し
く
ふ
る
ま
ひ
た
り
︒

(
帚
木
①
五
四
)

光
源
氏
の
﹁
御
宿
直
所
﹂
は
宮
中
の
淑
景
舎
と
云
う
所
で
︑
嘗
て
母
の
桐
壺
更

衣
が
居
住
し
て
い
た
局
で
あ
る
︒
そ
こ
に
左
大
臣
の
子
息
た
ち
が
日
参
し
て
来

て
︑
中
で
も
頭
中
将
は
﹁
遊
び
戯
れ
﹂
を
誰
よ
り
も
﹁
心
や
す
く
馴
れ
馴
れ
し

く
﹂
し
て
い
た
と
云
う
︒

里
に
て
も
︑
わ
が
方
の
し
つ
ら
ひ
ま
ば
ゆ
く
し
て
︑
君
の
出
で
入
り
し

た
ま
ふ
に
う
ち
連
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
つ
つ
︑
夜
昼
︑
学
問
を
も
遊
び
を
も

も
ろ
と
も
に
し
て
︑
を
さ
を
さ
立
ち
お
く
れ
ず
︑
い
づ
く
に
て
も
ま
つ
は

れ
き
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
に
︑
お
の
づ
か
ら
か
し
こ
ま
り
も
え
お
か
ず
︑
心

の
中
に
思
ふ
こ
と
も
隠
し
あ
へ
ず
な
む
︑
睦
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
︒

(
帚
木
①
五
五
)

｢
里
﹂
と
は
左
大
臣
邸
の
こ
と
で
︑
そ
こ
で
も
頭
中
将
は
光
源
氏
と
﹁
夜
昼
︑

学
問
を
も
遊
び
を
も
も
ろ
と
も
に
﹂
し
て
い
る
と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
光
源
氏
の

本
拠
淑
景
舎
で
も
時
々
通
う
正
室
葵
上
の
住
む
左
大
臣
邸
で
も
︑
光
源
氏
と
頭

中
将
と
は
四
六
時
中
一
緒
な
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に
義
兄
弟
以
上
の
間
柄
︑
親
友

中
の
親
友
と
い
っ
た
関
係
だ
と
云
え
る
︒
お
互
い
に
﹁
心
の
中
に
思
ふ
こ
と
も

隠
し
﹂
切
れ
な
い
︒
青
春
時
代
の
心
中
の
秘
事
と
は
恋
愛
譚
で
あ
る
こ
と
は
言

を
俟
た
な
い
︒
事
実
︑
頭
中
将
は
﹁
す
き
が
ま
し
き
あ
だ
人
な
り
﹂
︵
帚
木
①

五
四
︶
と
評
さ
れ
︑
光
源
氏
も
﹁
さ
る
べ
き
隈
に
は
よ
く
こ
そ
隠
れ
歩
き
た
ま

ふ
な
れ
﹂
︵
帚
木
①
九
四
～
九
五
︶
な
ど
と
陰
口
を
叩
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
他

に
も
末
摘
花
や
源
典
侍
を
め
ぐ
る
二
人
の
恋
の
争
奪
譚
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
︑
恋
愛
を
め
ぐ
る
秘
密
事
は
枚
挙
に
暇
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
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こ
れ
ほ
ど
親
密
な
交
友
振
り
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
︑
倉
田
実
氏
や
木
船
重
昭

氏
が
指
摘③
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
二
人
は
ほ
ぼ
同
年
齢
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
︒
寧
ろ
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
こ
そ
﹁
え
な
ら
ぬ
二
十
の
若
人
た
ち
の

御
中
﹂
︵
紅
葉
賀
①
三
四
三
︶
と
云
う
記
述
が
生
彩
を
放
っ
て
来
る
︒

次
に
︑
こ
の
時
期
頭
中
将
は
︑
ど
の
よ
う
な
楽
器
を
手
に
し
て
ど
の
よ
う
な

演
奏
を
し
て
い
た
の
か
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る

の
か
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
︒

瘧
病
の
加
持
祈
禱
の
た
め
に
北
山
を
訪
れ
て
い
た
光
源
氏
一
行
が
帰
洛
す
る

日
︑
頭
中
将
は
出
迎
え
に
参
上
し
た
︒
折
か
ら
の
満
開
の
桜
を
惜
し
ん
で
花
陰

の
岩
隠
れ
の
苔
の
上
に
並
み
居
て
酒
宴
を
催
す
︒

頭
中
将
︑
懐
な
り
け
る
笛
と
り
出
で
て
吹
き
す
ま
し
た
り
︒
弁
の
君
︑

扇
は
か
な
う
う
ち
鳴
ら
し
て
︑
﹁
豊
浦
の
寺
の
西
な
る
や
﹂
と
う
た
ふ
︒

(
若
紫
①
二
二
三
)

や
が
て
頭
中
将
が
﹁
笛
と
り
出
で
て
吹
き
﹂
澄
ま
す
︒
彼
の
笛
の
音
は
︑
遥
か

後
に
な
っ
て
も
宇
治
八
宮
に
﹁
澄
み
の
ぼ
り
て
︑
こ
と
ご
と
し
き
気
の
そ
ひ
た

る
﹂
︵
椎
本
⑤
一
七
一
︶
と
回
想
さ
れ
る
ほ
ど
印
象
強
く
一
種
独
特
の
も
の
で

あ
っ
た
︒
頭
中
将
は
笛
の
上
手
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
︒次

の
演
奏
場
面
は
︑
頭
中
将
が
光
源
氏
を
潜
か
に
尾
行
し
て
︑
故
常
陸
宮
邸

へ
の
忍
び
歩
き
を
暴
き
出
し
た
夜
の
こ
と
で
あ
る
︒
秘
密
を
共
有
し
た
そ
の
名

残
り
に
絆
さ
れ
た
た
め
か
別
れ
難
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
予
定
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て

左
大
臣
邸
へ
向
か
う
︒

お
の
お
の
契
れ
る
方
に
も
︑
あ
ま
え
て
え
行
き
別
れ
た
ま
は
ず
︑
一
つ

車
に
乗
り
て
︑
月
の
を
か
し
き
ほ
ど
に
雲
隠
れ
た
る
道
の
ほ
ど
︑
笛
吹
き

あ
は
せ
て
大
殿
に
お
は
し
ぬ
︒
︵
略
︶
つ
れ
な
う
今
来
る
や
う
に
て
︑
御

笛
ど
も
吹
き
す
さ
び
て
お
は
す
れ
ば
︑
大
臣
︑
例
の
聞
き
過
ぐ
し
た
ま
は

で
︑
高
麗
笛
と
り
出
で
た
ま
へ
り
︒
い
と
上
手
に
お
は
す
れ
ば
︑
い
と
お

も
し
ろ
う
吹
き
た
ま
ふ
︒

(
末
摘
花
①
二
七
三
)

牛
車
の
中
で
二
人
は
仲
良
く
笛
を
合
奏
す
る
︒
無
論
光
源
氏
も
笛
の
名
手
で
あ

る④
︒
そ
し
て
帰
宅
し
た
後
も
引
き
続
き
二
人
は
笛
を
吹
き
合
わ
せ
て
い
る
︒
そ

れ
は
中
川
正
美
氏
が
指
摘⑤
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
荒
廃
し
た
古
宮
で
ひ
っ
そ
り

七
弦
琴
を
奏
で
る
姫
君
へ
の
慕
情
の
共
有
で
も
あ
っ
た
︒
二
人
が
笛
に
興
じ
て

い
る
と
︑
左
大
臣
が
高
麗
笛
を
携
え
て
遊
び
に
加
わ
る
︒
﹁
例
の
聞
き
過
ぐ
し

た
ま
は
で
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
笛
を
聞
く
と
じ
っ
と
は
し
て
い
ら
れ
な
い
︒
即

ち
こ
の
一
文
は
︑
頭
中
将
の
笛
は
﹁
い
と
上
手
﹂
の
父
大
臣
か
ら
の
相
伝
で
あ

る
と
云
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る⑥
︒

同
じ
年
の
十
月
に
朱
雀
院
行
幸
が
あ
り
︑
こ
れ
に
先
立
っ
て
御
前
の
試
楽
が

催
さ
れ
た
︒

源
氏
の
中
将
は
︑
青
海
波
を
ぞ
舞
ひ
た
ま
ひ
け
る
︒
片
手
に
は
大
殿
の

頭
中
将
︑
容
貌
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
を
︑
立
ち
並
び
て
は
︑
な
ほ
花
の
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か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
︒

(
紅
葉
賀
①
三
一
一
)

そ
の
晴
れ
の
舞
台
で
︑
頭
中
将
は
光
源
氏
と
共
に
青
海
波
を
舞
っ
た
︒
若
紫
巻

ま
で
は
公
私
共
に
ほ
ぼ
対
等
に
競
い
合
っ
て
き
た
二
人
で
は
あ
っ
た
が
︑
こ
こ

に
至
っ
て
﹁
立
ち
並
び
て
は
︑
な
ほ
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
﹂
と
扱
き

下
ろ
さ
れ
て
い
る
︒
末
摘
花
を
巡
る
恋
の
鞘
当
て
で
も
遅
れ
を
取
っ
た
頭
中
将

は
︑
公
の
場
で
も
後
塵
を
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
︒

花
宴
巻
で
も
︑
南
殿
の
桜
花
の
宴
で
頭
中
将
は
柳
花
苑
の
見
事
な
舞
を
披
露

し
て
異
例
に
も
御
衣
を
賜
る
が
︑
光
源
氏
は
そ
の
舞
楽
行
事
の
一
切
を
統
括
す

る
と
云
う
大
き
な
役
回
り
を
担
っ
て
お
り
︑
光
源
氏
の
優
位
が
一
層
顕
著
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

そ
の
桜
花
の
宴
の
翌
日
の
こ
と
で
あ
る
︒

｢
よ
ろ
づ
の
こ
と
よ
り
は
︑
柳
花
苑
︑
ま
こ
と
に
後
代
の
例
と
も
な
り

ぬ
べ
く
見
た
ま
へ
し
に
︑
ま
し
て
さ
か
ゆ
く
春
に
立
ち
出
で
さ
せ
た
ま
へ

ら
ま
し
か
ば
︑
世
の
面
目
に
や
は
べ
ら
ま
し
﹂
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
︒
弁
︑

中
将
な
ど
参
り
あ
ひ
て
︑
高
欄
に
背
中
お
し
つ
つ
︑
と
り
ど
り
に
物
の
音

ど
も
調
べ
あ
は
せ
て
遊
び
た
ま
ふ
︑
い
と
お
も
し
ろ
し
︒(

花
宴
①
三
六
二
)

光
源
氏
が
左
大
臣
邸
で
大
臣
と
対
面
し
て
い
る
場
に
頭
中
将
た
ち
が
現
れ
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
楽
器
を
手
に
し
て
﹁
物
の
音
ど
も
調
べ
﹂
合
わ
せ
た
︒
﹁
高
欄
に

背
中
お
し
つ
つ
﹂
と
あ
る
の
で
︑
演
奏
さ
れ
て
い
る
楽
器
は
︑
前
屈
み
姿
勢
で

な
け
れ
ば
演
奏
が
で
き
な
い
箏
や
和
琴
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
い
︒
で
あ

れ
ば
末
摘
花
巻
で
協
奏
し
た
よ
う
に
頭
中
将
と
光
源
氏
が
横
笛
を
吹
き
合
わ
せ
︑

若
紫
巻
で
�
城
を
歌
っ
た
弁
の
君
が
扇
を
打
ち
鳴
ら
し
て
催
馬
楽
を
歌
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
わ
ざ
わ
ざ
﹁
物
の
音
ど

も
﹂
と
暈
し
て
あ
っ
た
り
︑
﹁
弁
︑
中
将
な
ど
参
り
あ
ひ
て
﹂
と
さ
り
げ
な
く

記
し
て
あ
る
の
は
︑
作
者
が
そ
う
い
っ
た
想
像
を
掻
き
立
て
る
効
果
を
狙
っ
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
﹁
い
と
お
も
し
ろ
し
﹂
と
の
賛
辞
が
贈
ら
れ
て
い

る
か
ら
︑
横
笛
は
名
手
の
頭
中
将
と
光
源
氏
が
吹
い
た
と
考
え
て
も
的
外
れ
と

は
云
い
切
れ
な
い
︒

三
︑
朱
雀
帝
の
時
代

朱
雀
帝
の
時
代
に
な
っ
て
三
年
目
に
桐
壺
院
が
崩
御
す
る
と
政
情
は
激
変
し
︑

帝
の
外
戚
右
大
臣
一
族
が
﹁
今
は
い
と
ど
一
族
の
み
︑
か
へ
す
が
へ
す
栄
え
た

ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
﹂
︵
賢
木
②
一
三
八
︶
と
云
う
新
し
い
世
の
中
と
な
る
︒

政
権
は
右
大
臣
派
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒
左
大
臣
は
自
ら
職
を
辞
し
︑

頭
中
将
︵
こ
の
時
点
で
は
既
に
三
位
中
将
︶
も
﹁
こ
の
た
び
の
司
召
に
も
漏

れ
﹂
︵
賢
木
②
一
三
九
︶
る
と
い
っ
た
憂
目
に
遭
い
︑
光
源
氏
も
自
邸
の
二
条

院
や
左
大
臣
邸
に
引
き
籠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
︒

大
将
殿
︵
＝
光
源
氏
︶
か
う
静
か
に
て
お
は
す
る
に
︑
世
は
は
か
な
き

も
の
と
見
え
ぬ
る
を
︑
︵
頭
中
将
は
︶
ま
し
て
こ
と
わ
り
と
思
し
な
し
て
︑

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
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将
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常
に
参
り
通
ひ
た
ま
ひ
つ
つ
︑
学
問
を
も
遊
び
を
も
も
ろ
と
も
に
し
た
ま

ふ
︒

(
賢
木
②
一
三
九
)

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
頭
中
将
は
右
大
臣
派
に
靡
く
こ
と
な
く
︑
光

源
氏
と
は
こ
れ
ま
で
と
一
向
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
交
友
を
保
ち
続
け
て
︑
学

問
や
文
作
り
︑
韻
塞
や
管
弦
な
ど
を
共
に
楽
し
ん
で
い
る
︒
同
志
的
結
束
の
固

さ
が
物
語
ら
れ
て
い
る
一
文
で
あ
る
︒

そ
ん
な
あ
る
日
︑
左
右
に
別
れ
て
競
い
合
っ
た
韻
塞
で
︑
右
方
の
頭
中
将
方

が
負
け
を
喫
し
た
︒
二
日
ほ
ど
経
っ
て
頭
中
将
は
負
態
の
宴
席
を
主
催
し
︑
や

が
て
打
ち
解
け
た
管
弦
の
遊
び
が
あ
っ
た
︒

二
日
ば
か
り
あ
り
て
︑
中
将
負
態
し
た
ま
へ
り
︒
︵
略
︶
階
の
底
の
薔

薇
け
し
き
ば
か
り
咲
き
て
︑
春
秋
の
花
盛
り
よ
り
も
し
め
や
か
に
を
か
し

き
ほ
ど
な
る
に
︑
う
ち
と
け
遊
び
た
ま
ふ
︒
中
将
の
御
子
の
︑
今
年
は
じ

め
て
殿
上
す
る
︑
八
つ
九
つ
ば
か
り
に
て
︑
声
い
と
お
も
し
ろ
く
︑
笙
の

笛
吹
き
な
ど
す
る
を
う
つ
く
し
び
も
て
あ
そ
び
た
ま
ふ
︒
四
の
君
腹
の
二

郎
な
り
け
り
︒
世
の
人
の
思
へ
る
寄
せ
重
く
て
︑
お
ぼ
え
こ
と
に
か
し
づ

け
り
︒

(
賢
木
②
一
四
一
)

負
態
は
専
ら
酒
肴
で
勝
ち
組
の
面
々
を
持
て
成
す
宴
席
で
あ
る
︒
そ
こ
に
四
の

君
腹
の
二
郎
少
年
が
物
語
に
初
め
て
登
場
す
る
︒
日
頃
は
母
方
で
養
育
さ
れ
て

い
る
﹁
八
つ
九
つ
ば
か
り
﹂
の
少
年
が
︑
そ
の
よ
う
な
酒
席
に
登
場
す
る
の
も

冷
静
に
考
え
て
み
る
と
不
自
然
で
あ
る
︒
で
は
︑
ど
う
し
て
こ
こ
に
二
郎
少
年

が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

朝
廷
に
あ
っ
て
は
不
遇
の
身
の
父
親
は
出
仕
停
止
状
態
で
あ
る
の
に
引
き
替

え
︑
美
声
の
持
ち
主
で
笙
の
笛
に
秀
で
た
そ
の
子
息
は
﹁
今
年
は
じ
め
て
殿

上
﹂
を
果
た
し
︑
し
か
も
﹁
世
の
人
の
思
へ
る
寄
せ
﹂
も
重
い
と
云
う
︒
少
年

が
四
の
君
の
庇
護
を
し
っ
か
り
得
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
︒
即
ち
こ

の
少
年
は
︑
後
に
頭
中
将
を
外
戚
の
右
大
臣
派
へ
赴
け
さ
せ
る
橋
渡
し
役
を
担

う
た
め
に
登
場
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
少
年
の
美
声

と
笙
の
上
手
と
云
う
二
つ
の
音
楽
的
美
質
は
︑
酒
席
に
幼
い
少
年
が
登
場
す
る

と
云
う
不
自
然
さ
を
覆
い
隠
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

や
が
て
光
源
氏
は
無
念
の
う
ち
に
京
を
追
わ
れ
て
須
磨
流
竄
の
身
と
な
っ
た
︒

そ
の
無
聊
を
慰
め
ん
と
遠
路
も
厭
わ
ず
咎
め
も
恐
れ
ず
︑
頭
中
将
は
須
磨
ま
で

訪
ね
て
行
く
︒

い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
に
︑
大
殿
の
三
位
中
将
は
︑
今
は
宰
相
に
な
り
て
︑

人
柄
の
い
と
よ
け
れ
ば
︑
時
世
の
お
ぼ
え
重
く
て
も
の
し
た
ま
へ
ど
︑
世

の
中
あ
は
れ
に
あ
ぢ
き
な
く
︑
も
の
の
を
り
ご
と
に
恋
し
く
お
ぼ
え
た
ま

へ
ば
︑
事
の
聞
こ
え
あ
り
て
罪
に
当
た
る
と
も
い
か
が
は
せ
む
と
思
し
な

し
て
︑
に
は
か
に
参
で
た
ま
ふ
︒

(
須
磨
②
二
一
三
)

つ
い
一
年
半
前
の
夏
頃
に
あ
っ
て
は
光
源
氏
と
も
ど
も
右
大
臣
派
か
ら
の
冷
遇

に
晒
さ
れ
︑
司
召
に
も
漏
れ
る
よ
う
な
窮
状
に
あ
っ
た
と
云
う
の
に
︑
こ
の
時

点
で
は
既
に
宰
相
に
栄
進
を
遂
げ
て
政
務
に
携
わ
り
︑
し
か
も
時
世
の
お
ぼ
え

『
源
氏
物
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も
重
い
と
云
う
︒
殿
上
童
と
し
て
出
仕
を
始
め
た
子
息
の
二
郎
少
年
に
先
導
さ

れ
る
よ
う
に
し
て
政
界
復
帰
を
果
た
し
て
い
る
︒
ど
う
や
ら
︑
光
源
氏
の
須
磨

流
謫
の
間
に
︑
頭
中
将
の
政
治
的
立
ち
位
置
に
何
ら
か
の
変
節
︑
即
ち
正
室
四

の
君
を
仲
立
ち
と
し
た
右
大
臣
派
へ
の
接
近
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

二
人
は
積
も
る
互
い
の
身
の
上
話
が
尽
き
る
と
文
作
り
に
没
頭
し
て
夜
を
明

か
す
︒

御
土
器
ま
ゐ
り
て
︑
﹁
酔
ひ
の
悲
し
び
涙
灑
く
春
の
盃
の
裏
﹂
と
も
ろ

声
に
誦
じ
た
ま
ふ
︒
御
供
の
人
も
涙
を
な
が
す
︒
︵
略
︶
﹁
形
見
に
忍
び
た

ま
へ
﹂
と
て
︑
い
み
じ
き
笛
の
名
あ
り
け
る
な
ど
ば
か
り
︑
人
咎
め
つ
べ

き
こ
と
は
か
た
み
に
え
し
た
ま
は
ず
︒

(
須
磨
②
二
一
五
)

酒
盃
を
酌
み
交
わ
し
詩
も
吟
じ
た
が
︑
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
管
弦
の
遊
び
が
な

い
︒
歌
を
贈
答
し
て
別
れ
を
惜
し
む
段
に
な
る
と
頭
中
将
は
光
源
氏
へ
の
餞
別

と
し
て
︑
﹁
形
見
に
忍
び
た
ま
へ
﹂
と
云
い
な
が
ら
﹁
名
あ
り
け
る
﹂
﹁
い
み
じ

き
笛
﹂
を
贈
る⑦
︒
名
う
て
の
笛
の
名
手
が
︑
十
年
来
の
親
友
に
重
代
の
名
笛
を

贈
呈
す
る
と
云
う
そ
の
行
為
は
︑
一
体
何
を
物
語
る
の
か
︒
そ
れ
は
︑
末
摘
花

巻
で
一
つ
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
笛
を
協
奏
し
た
こ
と
に
対
す
る
決
別
︑
も
っ
と

踏
み
込
ん
だ
云
い
方
を
す
る
な
ら
ば
︑
爾
後
の
光
源
氏
と
の
対
立
を
予
告
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
︑
冷
泉
帝
の
時
代

足
掛
け
三
年
に
亘
る
須
磨
・
明
石
流
謫
よ
り
帰
洛
し
た
光
源
氏
は
︑
冷
泉
帝

の
御
代
に
な
る
と
同
時
に
内
大
臣
に
就
任
し
︑
太
政
大
臣
と
と
も
に
治
世
に
臨

む
︒
故
右
大
臣
家
勢
力
は
政
権
を
失
い
︑
﹁
世
の
中
の
事
︑
た
だ
な
か
ば
を
分

け
て
︑
太
政
大
臣
︑
こ
の
大
臣
の
御
ま
ま
な
り
﹂
︵
澪
標
②
三
〇
一
︶
と
評
さ

れ
て
い
る
と
お
り
︑
光
源
氏
は
完
全
に
政
界
へ
の
復
帰
を
遂
げ
た
︒
頭
中
将
も

今
は
権
中
納
言
に
ま
で
栄
達
し
て
父
大
臣
を
補
佐
し
て
い
る
︒

こ
の
新
局
面
を
迎
え
︑
頭
中
将
は
﹁
む
す
め
﹂
を
冷
泉
帝
に
入
内
さ
せ
た
︒

そ
の
娘
と
云
う
の
は
旧
右
大
臣
家
の
弘
徽
殿
大
后
の
妹
に
当
た
る
四
の
君
を
母

と
し
︑
入
内
後
は
弘
徽
殿
女
御
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
そ

の
呼
称
自
体
︑
桐
壺
帝
時
代
に
光
源
氏
と
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
そ
の
か
み
の
弘

徽
殿
女
御
を
い
や
が
上
に
も
髣
髴
と
さ
せ
る
︒
し
か
も
入
内
に
際
し
て
は
︑
祖

父
の
太
政
大
臣
が
自
ら
取
り
仕
切
っ
た
と
云
う
︒
嘗
て
右
大
臣
派
と
敵
対
し
た

左
大
臣
・
頭
中
将
た
ち
が
︑
そ
れ
ま
で
の
怨
恨
を
清
算
す
る
か
の
よ
う
に
弘
徽

殿
大
后
一
派
の
人
脈
に
連
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
云
う
よ
り
は
︑
頭
中
将
一
族

が
藤
家
の
長
者
と
な
っ
て
旧
右
大
臣
派
を
も
取
り
込
ん
だ
︑
と
云
う
方
が
正
鵠

を
射
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
源
家
に
対
す
る
藤
家
の
結
束
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
光
源
氏
が
内
大
臣
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
︑
﹁
源
氏

の
大
納
言
︑
内
大
臣
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
︒
数
定
ま
り
て
く
つ
ろ
ぐ
所
も
な
か
り

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
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け
れ
ば
︑
加
は
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
︒
﹂
︵
澪
標
②
二
八
二
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑

左
右
の
大
臣
が
御
代
替
わ
り
に
際
し
て
も
退
任
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
︒
で
は
こ
の
時
の
左
右
の
大
臣
は
ど
ん
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

先
ず
右
大
臣
で
あ
る
が
︑
﹁
当
帝
︵
＝
朱
雀
帝
︶
の
御
子
は
︑
右
大
臣
の
む

す
め
︑
承
香
殿
女
御
の
御
腹
に
男
御
子
生
ま
れ
た
ま
へ
る
﹂
︵
明
石
②
二
六
一
︶

と
の
記
事
か
ら
︑
承
香
殿
女
御
の
父
君
︑
即
ち
朱
雀
院
の
義
父
に
当
た
る
人
物

で
あ
る
︒
で
あ
れ
ば
︑
右
大
臣
は
朱
雀
院
を
介
し
て
弘
徽
殿
大
后
と
は
浅
か
ら

ぬ
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
︒

次
に
左
大
臣
で
あ
る
が
︑
﹁
大
宮
︵
＝
弘
徽
殿
大
后
︶
の
御
兄
弟
の
藤
大
納

言
の
子
の
頭
弁
と
い
ふ
が
︑
︵
略
︶
姉
妹
の
麗
景
殿
の
御
方
に
行
く
に
﹂
︵
賢
木

②
一
二
五
︶
と
云
う
条
か
ら
︑
朱
雀
院
の
麗
景
殿
女
御
の
父
は
弘
徽
殿
大
后
の

兄
弟
の
藤
大
納
言
で
あ
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
︑
一
方
で
︑
女
御
の
父
親
で
あ
れ

ば
大
臣
で
あ
る
筈
で
あ
る
か
ら
︑
藤
大
納
言
が
左
大
臣
と
な
っ
た
と
考
え
る
外

は
な
い⑧
︒
就
任
し
た
の
は
︑
右
大
臣
派
が
政
権
を
独
占
し
た
時
に
前
左
大
臣
が

辞
任
し
た
折
で
あ
ろ
う
︒

新
時
代
は
光
源
氏
や
旧
左
大
臣
派
の
栄
耀
の
時
代
が
到
来
し
た
か
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
実
の
と
こ
ろ
光
源
氏
は
︑
弘
徽
殿
大
后
と
係
わ
り
の
深

い
藤
家
一
門
の
大
臣
ら
に
囲
繞
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
お
り
︑
寧
ろ
孤
立
無
援
と

も
云
う
べ
き
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
光
源
氏
は
前
斎
宮
を
一
旦
養
女
に

し
た
後
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
画
策
し
た
︒
表
向
き
は
故
六
条
御
息
所
の
付
託
に

応
え
る
措
置
で
あ
る
が
︑
そ
の
実
状
は
入
内
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
の
外
戚

と
な
り
︑
権
勢
を
確
保
し
よ
う
と
云
う
戦
略
で
あ
る
︒
こ
こ
に
至
っ
て
︑
源
家

と
藤
家
の
対
立
と
云
う
構
図
が
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
と
云
え
る
︒

絵
合
巻
冒
頭
で
前
斎
宮
の
入
内
が
果
た
さ
れ
る
︒
養
父
内
大
臣
の
威
光
に
よ

り
﹁
御
宿
直
な
ど
は
等
﹂
︵
絵
合
②
三
七
四
︶
し
い
状
況
に
あ
る
︒
も
と
よ
り

立
后
を
目
論
ん
で
娘
を
先
立
っ
て
入
内
さ
せ
て
い
た
頭
中
将
は
︑
当
然
な
が
ら

穏
や
か
で
は
な
い
︒
つ
い
に
︑
青
年
時
代
﹁
常
に
参
り
通
ひ
た
ま
ひ
つ
つ
︑
学

問
を
も
遊
び
を
も
も
ろ
と
も
に
﹂
︵
賢
木
②
一
三
九
︶
し
て
い
た
盟
友
同
士
は
︑

源
家
と
藤
家
の
対
立
物
語
の
当
事
者
と
し
て
仕
立
て
直
さ
れ
て
︑
最
早
衝
突
は

不
可
避
の
情
勢
で
あ
る
︒

斎
宮
女
御
は
女
性
と
し
て
の
魅
力
に
加
え
︑
絵
を
﹁
い
と
を
か
し
う
描
か
せ

た
ま
﹂
︵
絵
合
②
三
七
六
︶
う
た
め
︑
同
じ
く
絵
を
﹁
た
て
て
好
ま
せ
﹂
︵
同
︶

給
う
冷
泉
帝
は
︑
こ
の
斎
宮
女
御
の
方
に
心
を
お
寄
せ
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
こ

れ
を
契
機
と
し
て
頭
中
将
方
も
光
源
氏
方
も
物
語
絵
を
始
め
と
し
た
様
々
の
絵

画
の
蒐
集
に
熱
を
上
げ
る
︒
立
后
争
い
を
武
力
や
策
謀
で
は
な
く
絵
を
合
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
よ
う
と
云
う
︑
こ
の
う
え
も
な
く
優
美
な
戦
い
の

火
蓋
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
︒

こ
の
絵
合
せ
を
め
ぐ
る
対
立
を
境
と
し
て
︑
頭
中
将
は
﹁
い
ま
め
き
た
ま
へ

る
御
心
に
て
﹂
︵
絵
合
②
三
七
六
︶
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
﹁
い
ま
め

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴

二
一



く
﹂
・
﹁
い
ま
め
か
し
﹂
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る⑨
︒
新
た
な
る
人
物
像
に
造

型
し
直
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
実
際
︑
蒐
集
す
る
絵
画
ど
も
も
﹁
い
ま
め

か
し
う
を
か
し
げ
に
︑
目
も
輝
く
ま
で
見
ゆ
﹂
︵
絵
合
②
三
八
一
︶
と
描
写
さ

れ
て
い
る
し
︑
御
前
の
絵
合
せ
に
臨
ん
だ
折
に
持
参
し
た
調
度
類
に
つ
い
て
も
︑

﹁
沈
の
箱
に
浅
香
の
下
机
︑
打
敷
は
青
地
の
高
麗
の
錦
︑
あ
し
ゆ
ひ
の
組
︑
華

足
の
心
ば
へ
な
ど
い
ま
め
か
し
﹂
︵
絵
合
②
三
八
六
︶
な
ど
と
描
か
れ
て
い
る
︒

絵
合
せ
の
勝
負
は
︑
斎
宮
女
御
方
に
軍
配
が
上
が
っ
た
︒
勝
敗
を
決
定
づ
け

た
の
は
︑
光
源
氏
自
ら
の
筆
に
な
る
須
磨
の
日
記
絵
巻
で
あ
っ
た
︒
絵
合
せ
が

果
て
る
と
酒
宴
と
な
り
︑
明
け
方
近
く
に
管
弦
の
遊
び
と
な
る
︒

二
十
日
あ
ま
り
の
月
さ
し
出
で
て
︑
こ
な
た
は
ま
だ
さ
や
か
な
ら
ね
ど
︑

お
ほ
か
た
の
空
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
に
︑
書
司
の
御
琴
召
し
出
で
て
︑
和

琴
︑
権
中
納
言
賜
り
た
ま
ふ
︒
さ
は
い
へ
ど
︑
人
に
ま
さ
り
て
掻
き
た
て

た
ま
へ
り
︒
親
王
︑
箏
の
御
琴
︑
大
臣
︑
琴
︑
琵
琶
は
少
将
命
婦
仕
う
ま

つ
る
︒
上
人
の
中
に
す
ぐ
れ
た
る
を
召
し
て
︑
拍
子
た
ま
は
す
︒
い
み
じ

う
お
も
し
ろ
し
︒

(
絵
合
②
三
九
〇
～
三
九
一
)

楽
器
は
す
べ
て
書
司
よ
り
召
し
出
さ
れ
た
皇
室
累
代
の
名
器
ば
か
り
︑
と
云
う

格
調
の
高
さ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
﹁
和
琴
︑
権
中
納
言
賜
り
た

ま
ふ
﹂
と
云
う
記
述
で
あ
る
︒
頭
中
将
の
人
物
像
が
新
た
に
造
型
さ
れ
︑
﹁
い

ま
め
く
﹂
・
﹁
い
ま
め
か
し
﹂
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
先
に
触
れ

た
︒
そ
の
人
物
が
管
弦
に
臨
ん
で
演
奏
し
た
の
が
和
琴
で
あ
る
と
云
う
︒
手
に

す
る
楽
器
も
﹁
笛
﹂
か
ら
﹁
和
琴
﹂
へ
と
︑
明
ら
か
な
据
え
直
し
が
施
さ
れ
て

い
る
︒
し
か
も
そ
の
和
琴
こ
そ
︑

い
ま
め
き
た
る
物
の
声
な
れ
ば
︑
清
く
澄
め
る
月
に
を
り
つ
き
な
か
ら

ず

(
帚
木
①
七
九
)

律
の
調
べ
の
な
か
な
か
い
ま
め
き
た
る
を
︑
さ
る
上
手
の
︑
乱
れ
て
掻

い
弾
き

(
少
女
③
三
六
)

虫
の
声
に
掻
き
鳴
ら
し
合
は
せ
た
る
ほ
ど
︑
け
近
く
い
ま
め
か
し
き
物

の
音

(
常
夏
③
二
三
〇
)

こ
と
つ
ひ
い
と
二
な
く
︑
い
ま
め
か
し
く
を
か
し

(
常
夏
③
二
三
一
)

掻
き
返
し
た
る
音
の
め
づ
ら
し
く
い
ま
め
き
て

(
若
菜
下
④
一
九
〇
)

な
ど
︑
殊
更
に
﹁
い
ま
め
く
﹂
・
﹁
い
ま
め
か
し
﹂
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
の
多
い

楽
器
な
の
で
あ
っ
た⑩
︒
そ
し
て
こ
れ
以
降
︑
公
的
な
管
弦
の
場
で
も
私
的
な
遊

び
の
場
で
も
︑
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
頭
中
将
は
笛
を
吹
く
こ
と
は
な
く
︑
専
ら

和
琴
の
名
手
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
二
年
後
︑
冷
泉
帝
の
后
に
は
絵
合
せ
に
勝
利
し
た
斎
宮
女
御
が
選
ば
れ

た
︒
そ
し
て
︑
光
源
氏
が
太
政
大
臣
に
昇
任
す
る
と
︑
既
に
大
納
言
と
な
っ
て

い
た
頭
中
将
も
そ
の
後
追
い
を
す
る
よ
う
に
し
て
内
大
臣
に
就
任
す
る
︒
す
る

と
唐
突
に
︑
立
后
争
い
に
敗
れ
た
頭
中
将
に
は
も
う
一
人
別
の
﹁
わ
か
ん
ど
ほ

り
﹂
腹
の
娘
の
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
︒
今
度
こ
そ
は
こ
の
娘
を
春
宮
の
后

が
ね
に
︑
と
の
腹
積
も
り
で
あ
る
と
云
う
︒

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴

二
二



大
臣
和
琴
ひ
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
︑
律
の
調
べ
の
な
か
な
か
い
ま
め
き
た

る
を
︑
さ
る
上
手
の
︑
乱
れ
て
掻
い
弾
き
た
ま
へ
る
︑
い
と
お
も
し
ろ
し
︒

(
少
女
③
三
六
)

大
宮
邸
で
︑
そ
の
后
が
ね
の
雲
居
雁
が
僅
か
に
爪
弾
い
た
箏
を
押
し
や
る
と
︑

演
奏
姿
を
見
守
っ
て
い
た
頭
中
将
は
﹁
和
琴
ひ
き
寄
せ
﹂
﹁
掻
い
弾
﹂
く
︒
﹁
さ

る
上
手
の
﹂
と
形
容
さ
れ
る
そ
の
演
奏
は
︑
﹁
い
と
お
も
し
ろ
し
﹂
と
賞
賛
さ

れ
て
い
る
︒

そ
ん
な
感
興
の
折
も
折
︑
夕
霧
が
顔
を
覗
か
せ
た
︒

｢
時
々
は
異
わ
ざ
し
た
ま
へ
︒
笛
の
音
に
も
古
ご
と
は
伝
は
る
も
の
な

り
﹂
と
て
︑
御
笛
奉
り
た
ま
ふ
︒
い
と
若
う
を
か
し
げ
な
る
音
に
吹
き
た

て
て
︑
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
け
れ
ば
︑
御
琴
ど
も
を
ば
し
ば
し
と
ど
め
て
︑

大
臣
︑
拍
子
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
ら
ず
う
ち
鳴
ら
し
た
ま
ひ
て
︑
﹁
萩
が

花
ず
り
﹂
な
ど
う
た
ひ
た
ま
ふ
︒

(
少
女
③
三
七
～
三
八
)

夕
霧
は
母
の
葵
上
に
先
立
た
れ
て
か
ら
は
十
歳
過
ぎ
ま
で
︑
祖
母
大
宮
の
三
条

邸
で
雲
居
雁
と
は
姉
弟
の
よ
う
に
し
て
育
て
ら
れ
た
︒
い
つ
と
も
な
く
二
人
に

は
恋
心
が
芽
生
え
て
い
る
︒
そ
の
夕
霧
に
頭
中
将
は
横
笛
を
贈
っ
た
︒
光
源
氏

の
嫡
男
に
︑
何
故
こ
の
時
笛
を
贈
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

頭
中
将
と
光
源
氏
は
冷
泉
帝
の
立
后
を
巡
っ
て
争
い
は
し
た
が
︑
決
定
的
な

仲
違
い
を
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
︒
大
納
言
兼
右
大
将
と
云
う
重
々
し
い
身
分

に
な
っ
た
後
も
︑
頭
中
将
は
光
源
氏
の
許
を
少
な
く
と
も
二
度
訪
れ
て
い
る
︒

一
度
目
は
夕
霧
の
字
付
け
儀
式
︑
そ
の
次
も
同
じ
く
夕
霧
の
寮
試
の
予
行
で
あ

る
︒
特
に
寮
試
の
予
行
で
は
︑
甥
に
当
た
る
夕
霧
の
秀
才
振
り
を
目
の
当
た
り

に
し
て
感
涙
す
ら
流
し
て
い
る
か
ら
︑
隔
て
の
な
い
交
際
が
続
い
て
い
た
と
見

る
べ
き
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
笛
の
贈
呈
か
ら
間
も
な
く
︑
只
な
ら
ぬ
事
情
を
察
知
し
た

頭
中
将
は
︑
雲
居
雁
を
自
邸
に
引
き
取
っ
て
夕
霧
と
の
仲
を
裂
い
て
し
ま
う
︒

頭
中
将
と
光
源
氏
・
夕
霧
と
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
険
悪
な
状
態
と
な
る
︒
四
年

後
に
頭
中
将
と
光
源
氏
と
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
﹁
さ
ぶ
ら
は
で
は
あ
し
か
り
ぬ
べ
か

り
け
る
を
︑
召
し
な
き
に
憚
り
て
﹂
︵
行
幸
③
三
〇
六
︶
︑
﹁
さ
る
べ
き
つ
い
で

な
く
て
は
対
面
も
あ
り
が
た
け
れ
ば
﹂
︵
行
幸
③
二
九
九
︶
と
述
懐
し
て
い
る

と
お
り
︑
私
的
に
は
一
度
も
面
会
す
る
こ
と
は
な
く
絶
交
状
態
が
続
く
︒
と
云

う
こ
と
は
︑
嘗
て
須
磨
で
頭
中
将
が
光
源
氏
に
笛
を
贈
っ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
︑

こ
の
場
合
も
笛
の
贈
与
が
︑
や
が
て
両
者
の
間
に
生
じ
る
不
和
を
予
告
し
て
い

た
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
だ
が
︑
そ
ん
な
展
開
が
俟
っ
て
い
よ
う
と
は
知

る
由
も
な
く
︑
夕
霧
は
そ
の
笛
を
吹
き
頭
中
将
は
拍
子
を
う
ち
鳴
ら
し
て
催
馬

楽
を
歌
う
︒

翌
年
︑
早
咲
き
の
桜
が
色
づ
い
た
二
月
二
十
日
あ
ま
り
︑
盛
大
に
朱
雀
院
行

幸
が
執
り
行
わ
れ
た
︒
桐
壺
聖
代
の
花
の
宴
を
髣
髴
と
さ
せ
る
舞
楽
春
鶯
囀
が

終
演
に
な
る
と
酒
盃
が
献
ぜ
ら
れ
︑
や
が
て
管
弦
の
宴
が
始
ま
る
︒

楽
所
遠
く
て
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
︑
御
前
に
御
琴
ど
も
召
す
︒
兵
部
卿

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴

二
三



宮
琵
琶
︑
内
大
臣
和
琴
︑
箏
の
御
琴
院
の
御
前
に
参
り
て
︑
琴
は
例
の
太

政
大
臣
賜
り
た
ま
ふ
︒
さ
る
い
み
じ
き
上
手
の
す
ぐ
れ
た
る
御
手
づ
か
ひ

ど
も
の
尽
く
し
た
ま
へ
る
音
は
た
と
へ
ん
方
な
し
︒(

少
女
③
七
三
～
七
四
)

演
奏
者
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
琵
琶
が
兵
部
卿
宮
︑
箏
が
朱
雀
院
︑
七
弦
琴
が

光
源
氏
で
あ
れ
ば
︑
身
分
柄
か
ら
考
え
て
和
琴
は
冷
泉
帝⑪
で
あ
る
の
が
順
当
だ

が
︑
頭
中
将
が
弾
い
た
︒
即
ち
︑
こ
の
時
点
で
既
に
頭
中
将
は
︑
﹁
た
だ
今
は

こ
の
内
大
臣
に
な
ず
ら
ふ
人
な
し
か
し
﹂
︵
常
夏
③
二
三
〇
︶
と
世
に
称
揚
さ

れ
る
ほ
ど
の
︑
当
代
随
一
の
和
琴
演
奏
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

朱
雀
院
行
幸
の
翌
年
︑
頭
中
将
の
忘
れ
形
見
の
玉
鬘
が
光
源
氏
に
仕
え
る
侍

女
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
︑
世
間
的
に
は
光
源
氏
の
娘
と
し
て
六
条
院
で
養
育
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
正
月
︑
頭
中
将
は
玉
鬘
の
裳

着
に
際
し
て
の
腰
結
役
を
依
頼
さ
れ
る
が
︑
体
よ
く
辞
退
を
す
る
︒
す
る
と
翌

月
母
の
大
宮
に
呼
び
出
さ
れ
︑
三
条
邸
で
久
々
に
光
源
氏
と
対
面
す
る
こ
と
に

な
る
︒

さ
し
向
か
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
は
︑
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と

の
数
々
思
し
出
で
つ
つ
︑
例
の
隔
て
な
く
︑
昔
今
の
こ
と
ど
も
︑
年
ご
ろ

の
御
物
語
に
日
暮
れ
ゆ
く
︒

(
行
幸
③
三
〇
六
)

大
宮
の
仲
介
に
よ
り
︑
四
年
を
経
て
漸
く
光
源
氏
と
和
解
が
成
っ
た
︒
そ
の
二

年
後
︑
故
大
宮
の
三
回
忌
法
要
を
機
に
夕
霧
と
も
和
解
を
果
た
し
︑
ほ
ど
な
く

雲
居
雁
と
の
結
婚
も
許
諾
し
た
︒

同
じ
年
に
光
源
氏
は
准
太
上
天
皇
の
高
み
に
昇
り
︑
頭
中
将
も
つ
い
に
太
政

大
臣
に
納
ま
り
︑
そ
の
翌
年
の
正
月
に
は
光
源
氏
四
十
賀
の
最
初
の
賀
宴
が
開

催
さ
れ
た
︒

衛
門
督
の
か
た
く
辞
ぶ
る
を
責
め
た
ま
へ
ば
︑
げ
に
い
と
お
も
し
ろ
く
︑

を
さ
を
さ
劣
る
ま
じ
く
弾
く
︒
︵
略
︶
父
大
臣
は
︑
琴
の
緒
も
い
と
緩
に

張
り
て
︑
い
た
う
下
し
て
調
べ
︑
響
き
多
く
合
は
せ
て
ぞ
掻
き
鳴
ら
し
た

ま
ふ
︒
こ
れ
は
︑
い
と
わ
ら
ら
か
に
上
る
音
の
︑
な
つ
か
し
く
愛
敬
づ
き

た
る
を
︑
い
と
か
う
し
も
聞
こ
え
ざ
り
し
を
と
親
王
た
ち
も
驚
き
た
ま
ふ
︒

琴
は
兵
部
卿
宮
弾
き
た
ま
ふ
︒
︵
略
︶
御
気
色
と
り
た
ま
ひ
て
︑
琴
は
御

前
に
譲
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
︒
も
の
の
あ
は
れ
に
え
過
ぐ
し
た
ま
は
で
︑

め
づ
ら
し
き
物
一
つ
ば
か
り
弾
き
た
ま
ふ
に
︑
こ
と
ご
と
し
か
ら
ね
ど
︑

限
り
な
く
お
も
し
ろ
き
夜
の
御
遊
び
な
り
︒

(
若
菜
上
④
五
九
～
六
〇
)

娘
の
玉
鬘
主
催
の
賀
宴
で
あ
る
た
め
︑
御
遊
び
用
の
楽
器
類
は
す
べ
て
頭
中
将

自
ら
が
取
り
揃
え
た
︒
和
琴
も
七
弦
琴
も
天
下
無
双
の
逸
器
で
あ
る
︒
子
息
柏

木
の
﹁
を
さ
を
さ
劣
る
ま
じ
﹂
き
見
事
な
和
琴
の
演
奏
は
︑
彼
が
藤
家
の
立
派

な
後
継
者
た
り
得
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
︒

そ
の
後
紫
上
や
秋
好
中
宮
主
催
の
賀
が
う
ち
続
き
︑
師
走
に
は
勅
命
に
よ
る

夕
霧
主
催
の
四
十
の
賀
宴
が
催
さ
れ
た
︒

琵
琶
は
︑
例
の
兵
部
卿
宮
︑
何
ご
と
に
も
世
に
難
き
物
の
上
手
に
お
は

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴

二
四



し
て
︑
い
と
二
な
し
︒
御
前
に
琴
の
御
琴
︑
大
臣
和
琴
弾
き
た
ま
ふ
︒
年

ご
ろ
添
ひ
た
ま
ひ
に
け
る
御
耳
の
聞
き
な
し
に
や
︑
い
と
優
に
あ
は
れ
に

思
さ
る
れ
ば
︑
琴
も
御
手
を
さ
を
さ
隠
し
た
ま
は
ず
︑
い
み
じ
き
音
ど
も

出
づ
︒

(
若
菜
上
④
一
〇
〇
～
一
〇
一
)

御
遊
び
に
な
る
と
頭
中
将
が
和
琴
を
演
奏
す
る
︒
掻
き
鳴
ら
す
和
琴
の
音
は
優

美
を
極
め
︑
そ
れ
を
聴
く
光
源
氏
も
感
動
で
胸
が
一
杯
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ

の
演
奏
に
応
え
る
よ
う
に
光
源
氏
が
七
弦
琴
の
秘
伝
の
限
り
を
披
露
す
る
と
︑

喩
え
よ
う
も
な
い
よ
う
な
絶
妙
の
音
色
が
湧
出
し
て
く
る
︒
二
人
は
無
二
の
親

友
同
士
で
あ
っ
た
青
年
時
代
に
立
ち
返
っ
た
か
の
如
く
に
語
り
合
い
︑
酔
泣
き

を
こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
こ
に
は
最
早
敵
対
し
て
い
た
頃
の
面
影
は

ま
っ
た
く
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
演
奏
を
最
後
に
︑
頭
中
将
は
こ
の
物
語
内
で

和
琴
を
奏
で
る
こ
と
は
な
い
︒
光
源
氏
と
心
か
ら
和
解
し
た
今
︑
敵
対
の
表
象

で
あ
っ
た
和
琴
は
︑
既
に
そ
の
用
を
為
さ
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

五
︑
ま
と
め

こ
こ
ま
で
頭
中
将
の
雅
楽
演
奏
に
つ
い
て
︑
光
源
氏
と
の
係
わ
り
を
軸
と
し

つ
つ
時
代
を
追
い
な
が
ら
眺
め
て
き
た
︒
主
人
公
光
源
氏
と
胸
襟
を
開
い
て
公

私
に
わ
た
り
苦
楽
を
分
か
ち
合
っ
た
青
年
時
代
に
は
︑
頭
中
将
は
笛
の
名
手
で

あ
り
︑
や
が
て
源
家
と
藤
家
と
云
う
宿
命
的
な
政
治
的
対
立
時
代
を
迎
え
る
と
︑

今
度
は
和
琴
の
名
手
と
し
て
造
型
し
直
さ
れ
た
︒
そ
の
間
に
は
頭
中
将
か
ら
光

源
氏
へ
の
笛
の
贈
与
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑

雅
楽
演
奏
の
場
面
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
づ
け
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
︒
頭
中
将

の
︑
笛
の
上
手
か
ら
和
琴
の
名
手
へ
と
云
う
変
貌
は
︑
単
な
る
彼
自
身
の
嗜
好

の
変
化
を
示
す
も
の
で
は
な
く
︑
実
は
物
語
主
題
の
転
換
の
表
明
で
あ
り
︑
そ

れ
は
作
者
一
流
の
表
現
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
云
え
る
︒

注①

｢
頭
中
将
﹂
と
云
う
言
葉
は
本
来
官
職
名
の
略
称
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
当
人
の

官
職
名
の
変
遷
に
拘
ら
ず
﹁
頭
中
将
﹂
と
云
う
呼
称
を
固
有
名
詞
的
に
使
用
し
て
い

る
︒

②

『
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
は
阿
部
秋
生
他
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
︵
小
学

館
︶
に
拠
る
︒
引
用
本
文
末
尾
に
は
括
弧
内
に
巻
名
・
巻
号
・
頁
数
を
示
し
て
あ
る
︒

な
お
本
文
に
は
︑
私
に
括
弧
書
き
に
し
て
注
記
を
加
え
た
箇
所
が
あ
る
︒

③

倉
田
実
﹁
頭
の
中
将
と
源
氏

｢
馴
れ
﹂
か
ら
﹁
挑
み
﹂
へ

﹂
︵
﹃
源
氏
物

語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
二
二
﹄
至
文
堂
︑
平
成
一
四
年
︑
一
三
八
頁
︶
︑
木
船
重
昭

﹃
源
氏
物
語
の
研
究
﹄
︵
大
学
堂
書
店
︑
昭
和
四
四
年
︑
二
三
二
～
二
三
三
頁
︶

④

光
源
氏
は
﹁
御
遊
び
の
を
り
を
り
︑
琴
笛
の
音
に
聞
こ
え
通
ひ
﹂
︵
桐
壺
①
四
九
︶
︑

﹁
御
琴
笛
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
﹂
︵
若
紫
①
二
三
四
︶
な
ど
︑
御

遊
び
で
笛
を
吹
い
て
い
る
︒

⑤

中
川
正
美
氏
は
﹁
互
い
に
吹
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
わ
ず
語
ら
ず
の
う
ち

に
慕
情
を
共
有
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
す
る
︵
﹃
源
氏
物
語
と
音
楽
﹄
和
泉
書
院
︑
平

成
一
九
年
︑
四
八
頁
︶
︒

⑥

頭
中
将
も
翁
の
年
齢
に
達
す
る
と
高
麗
笛
を
好
ん
だ
よ
う
で
︑
光
源
氏
か
ら
﹁
好

み
た
ま
ふ
高
麗
笛
﹂
︵
若
菜
上
④
一
〇
一
頁
︶
を
贈
呈
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
柏
木

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴

二
五



も
︑
﹁
童
よ
り
い
と
こ
と
な
る
音
を
吹
き
出
で
し
に
感
じ
て
﹂
︵
横
笛
④
三
六
八
︶
故

式
部
卿
宮
か
ら
陽
成
院
の
御
笛
を
賜
っ
た
ほ
ど
の
名
手
で
あ
る
︒
左
大
臣
家
は
笛
の

名
手
を
輩
出
す
る
家
柄
と
云
え
る
︒

⑦

笛
の
贈
り
主
に
つ
い
て
は
︑
ⓐ
頭
中
将
︵
孟
津
抄
︶
︑
ⓑ
光
源
氏
︵
湖
月
抄
︶
︑
ⓒ

両
者
双
方
︵
万
水
一
露
︶
の
三
つ
の
説
が
あ
る
︒
現
代
の
注
釈
は
次
の
と
お
り
︒

ⓐ
と
す
る
も
の
＝
『
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
︑
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
︑
﹃
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
﹄
︑
玉
上
琢
弥
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
︑
﹃
源
氏
物
語
注
釈
﹄
︑
﹃
源
氏

物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
﹄
︒

ⓑ
と
す
る
も
の
＝
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
︑
﹃
日
本
古
典
全
書
﹄
︑
﹃
対
校
源
氏
物
語

新
釈
﹄
︒

ⓒ
と
す
る
も
の
＝
な
し
︒

な
お
︑
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
は
三
説
の
い
ず
れ
と
も
確
定
し
が
た
い
︑
と

す
る
︒

本
稿
は
ⓐ
を
支
持
す
る
立
場
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
光
源
氏
が
須
磨
に
持
参
し
た

楽
器
は
﹁
琴
一
つ
﹂
︵
須
磨
②
一
七
六
︶
と
の
記
事
か
ら
︑
光
源
氏
は
笛
は
所
持
し

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

⑧

坂
本
曻
氏
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
︹
﹁
玉
鬘
と
そ
の
母
夕
顔
﹂
︵
﹃
源

氏
物
語
の
探
求
第
一
一
輯
﹄
風
間
書
房
︑
昭
和
六
一
年
︑
三
五
頁
︶
︺
︒

⑨

森
野
正
弘
氏
は
﹁
頭
中
将
に
関
し
て
﹁
い
ま
め
く
﹂
と
云
う
形
容
の
施
さ
れ
る
の

が
︑
こ
こ
を
嚆
矢
と
す
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︹
﹁
頭
中
将
と
和
琴
／
光
源
氏
と

琴
の
琴
﹂
︵
﹃
中
古
文
学
﹄
第
五
五
号
︑
平
成
七
年
五
月
︶
︺
︒

⑩

森
野
正
弘
氏
に
よ
る
と
︑
弦
楽
器
に
関
し
て
﹁
今
め
か
し
﹂
と
形
容
さ
れ
る
用
例

は
一
一
例
で
︑
う
ち
最
も
多
い
五
例
が
和
琴
で
あ
る
︹
﹁
紫
上
と
和
琴

言
語
空

間
と
し
て
の
六
条
院
の
女
楽
攷

﹂
︵
﹃
国
学
院
雑
誌
﹄
第
九
四
巻
第
八
号
︑
平
成

五
年
八
月
︶
︺
︒

⑪

冷
泉
帝
は
後
の
巻
で
︑
﹁
和
琴
を
弾
か
せ
た
ま
ひ
て
︑
こ
の
殿
な
ど
遊
び
た
ま
ふ
﹂

︵
竹
河
⑤
九
九
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
和
琴
の
上
手
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

『
源
氏
物
語
﹄
の
頭
中
将
の
笛
と
和
琴

二
六


