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詞林　第61号　2017年4月

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』に
描
か
れ
た
華
や
か
な
宴
と
そ
こ
で
の
贈
り
物
の
品
々

は
、
私
た
ち
に
豪
奢
で
煌
び
や
か
な
平
安
貴
族
の
生
活
を
想
像
さ
せ
る
。

　

マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
で
は
、
財
産
や
富
、
動
産
や
不

動
産
と
い
っ
た
経
済
的
有
用
性
を
持
つ
も
の
だ
け
で
な
く
、
礼
儀
、
饗

宴
、
舞
踏
、
祭
礼
な
ど
も
贈
与
交
換
の
対
象
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
モ
ー
ス
は
贈
与
交
換
で
は
贈
る
義
務
、
受
領
す
る
義
務
、

返
礼
の
義
務
の
三
つ
の
義
務
が
存
在
し
、
返
礼
は
最
初
の
贈
与
と
等
し

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

モ
ー
ス
の
理
論
を
念
頭
に
置
い
て
、
摂
関
期
古
記
録
類
に
記
さ
れ
た

贈
与
交
換
（
饗
宴
を
含
む
）
を
見
て
み
る
と
、「
過
差
」
と
い
う
言
葉
が

目
に
と
ま
る
。
過
差
と
は
、
度
を
越
し
て
華
美
で
あ
っ
た
り
、
ぜ
い
た

く
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め）

（
（

、「
過
差
」
の
発
生
し
た

贈
与
で
は
、
最
初
の
贈
与
者
の
持
つ
大
き
な
経
済
力
に
よ
り
、
受
贈
者

は
同
価
値
の
返
礼
が
難
し
い
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま
う
と
言
え
る
。
つ

ま
り
、
両
者
の
間
に
力
の
差
が
生
じ
、
贈
与
者
は
受
贈
者
よ
り
社
会
的

優
位
に
立
つ
。
贈
与
交
換
に
お
け
る
過
差
が
貴
族
た
ち
の
力
関
係
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
過
差
」
に
注
目
し
て
『
源
氏
物
語
』

を
捉
え
る
こ
と
は
、
光
源
氏
を
始
め
と
し
た
、
物
語
に
登
場
す
る
貴
族

た
ち
の
関
係
を
可
視
化
す
る
上
で
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
数
あ
る
宴
の
中
で
も
男
踏
歌
で
の
饗
応

に
注
目
し
た
い
。

　

男
踏
歌
と
は
正
月
に
行
わ
れ
る
宮
廷
行
事
の
一
つ
で
、
男
性
官
人
が

天
皇
御
前
、
貴
族
の
邸
を
ま
わ
り
、
歌
舞
を
披
露
し
た
。『
源
氏
物
語
』

で
は
、
初
音
巻
、
真
木
柱
巻
、
竹
河
巻
に
描
か
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
初

音
巻
六
条
院
で
の
男
踏
歌
、
真
木
柱
巻
尚
侍
玉
鬘
の
局
で
の
男
踏
歌
に
、

「
水
駅
」
と
い
う
言
葉
が
共
通
し
て
確
認
で
き
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
次
に
各
々
を
引
用
す
る
。

　
　

�

朱
雀
院
の
后
の
宮
の
御
方
な
ど
め
ぐ
り
け
る
ほ
ど
に
、
夜
も
や
う

や
う
明
け
ゆ
け
ば
、
①
水
駅
に
て
事
そ
が
せ
た
ま
ふ
べ
き
を
、
例

『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
男
踏
歌
で
の
饗
応
過
差

―
―
紐
帯
深
化
の
た
め
の
戦
術
と
し
て
―
―

　
　
　
　
　
　
　

前
田　

恵
里
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あ
る
こ
と
よ
り
ほ
か
に
、
さ
ま
こ
と
に
事
加
へ
て
い
み
じ
く
も
て

は
や
さ
せ
た
ま
ふ）

（
（

。�

（
初
音
巻
③
一
五
八
、
九
頁
）

　
　

�

み
な
同
じ
ご
と
か
づ
け
わ
た
す
綿
の
さ
ま
も
、
に
ほ
ひ
こ
と
に
ら

う
ら
う
じ
う
し
な
い
た
ま
ひ
て
、
②
こ
な
た
は
水
駅
な
り
け
れ
ど
、　

け
は
ひ
に
ぎ
は
は
し
く
、
人
々
心
げ
さ
う
し
そ
し
て
、
限
り
あ
る

御
饗
応
な
ど
の
こ
と
ど
も
も
し
た
る
さ
ま
、
こ
と
に
用
意
あ
り
て

な
む
大
将
殿
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
。�

（
真
木
柱
巻
③
三
八
三
頁
）

初
音
巻
で
は
、
傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
六
条
院
の
主
・
光
源
氏
が
「
水

駅
」
に
「
事
加
へ
」
た
、
し
き
た
り
以
上
の
饗
応
で
踏
歌
の
一
行
を
も

て
な
し
た
と
あ
る
。
水
駅
と
は
、
男
踏
歌
で
、
酒
・
湯
漬
を
供
し
て
簡

略
な
接
待
を
す
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
真
木
柱
巻
で
は
、
宮

中
の
玉
鬘
の
局
が
水
駅
を
担
当
す
る
が
、
傍
線
部
②
に
、
玉
鬘
の
夫
・

鬚
黒
が
特
別
な
注
意
を
払
っ
て
饗
応
の
し
き
た
り
に
つ
い
て
指
示
を

行
っ
て
い
る
た
め
、
実
質
的
な
接
待
役
は
鬚
黒
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
も
て
な
し
は
、「
け
は
ひ
に
ぎ
は
は
し
く
、
人
々
心
げ
さ

う
し
そ
し
」
た
、
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
と
局
の
人
々
の
心
繕
い
と
に
満

ち
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

　

右
に
引
用
し
た
二
つ
の
男
踏
歌
に
は
、
簡
単
な
も
の
で
十
分
な
は
ず

の
水
駅
の
饗
応
を
盛
大
に
行
う
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

先
行
研
究
は
、
こ
れ
を
「
家
の
力
を
示
す
」
と
す
る
だ
け
で
、
六
条
院

か
ら
玉
鬘
へ
の
水
駅
の
移
動
に
六
条
院
の
栄
華
喪
失
を
読
み
解
く
こ
と

に
熱
心
で
あ
る）

（
（

。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
饗
応
を
過
差
と
見
な
し
た
時
、

単
な
る
力
の
誇
示
で
は
な
い
、
光
源
氏
と
鬚
黒
の
巧
妙
な
政
治
戦
術
が

浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

一
、
藤
原
公
任
に
よ
る
饗
応
過
差

　

ま
ず
、
饗
応
過
差
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
背
景
と
機
能
を
持
つ
の

か
、
古
記
録
類
に
見
ら
れ
る
例
を
挙
げ
て
考
察
し
た
い
。

　

長
和
元
年
（1012

）
四
月
二
十
七
日
、
道
長
男
教
通
と
藤
原
公
任
女

の
婚
儀
が
行
わ
れ
た
。『
小
右
記
』
に
は
、
翌
日
二
十
八
日
に
婿
の
教

通
か
ら
公
任
女
の
許
に
消
息
が
あ
り
、
そ
れ
を
届
け
た
後
朝
使
に
対
し

て
勧
盃
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

　
　

�

今
朝
依
四
条
大
納
言
消
息
、
資
平
詣
向
太
皇
太
后
宮
、
於
件
宮
西

対
、
去
夜
行
婚
礼
、
女
十
三
、
後
朝
使
右
衛
門
佐
輔
公
、
以
高
麗
端
畳

為
座
、
今
朝

有
御
消
息
、

予
所
申
遣
也
、
為
勧
盃
酒
之
垣
下
所
招
也
云
々
、
内
御
使
外
招
四
位
已

上
為
恒

（
マ
マ
）下
、
必
不
可
然
事
、（
中
略
）
一
家
無
過
差
、
今
有
此
事
、　

計
之
有
後
悔
歟）

（
（

実
資
の
養
子
資
平
（
当
時
従
四
位
下
）
は
、
相
伴
役
の
垣
下
を
務
め
る

よ
う
公
任
か
ら
依
頼
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
実
資
は
、

傍
線
部
の
通
り
「
過
差
」
だ
と
非
難
し
、「
天
皇
の
後
朝
使
が
正
客
と

い
う
訳
で
も
な
い
の
に
四
位
以
上
の
者
を
垣
下
と
す
る
な
ど
良
く
な
い

こ
と
で
あ
る
。
公
任
の
一
族
で
は
今
ま
で
過
差
と
い
う
も
の
は
無
か
っ

た
が
、
今
回
は
そ
れ
が
あ
っ
た
。
推
察
す
る
に
後
悔
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
の
か
。」
と
述
べ
る
。
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実
資
の
考
え
た
公
任
の
「
後
悔
」
と
は
一
体
何
な
の
か
。
そ
れ
は
同

時
代
の
平
安
貴
族
た
ち
の
姿
か
ら
窺
い
知
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

贈
与
交
換
に
お
け
る
過
差
は
、
受
贈
者
を
贈
与
者
よ
り
劣
位
に
置
く
た

め
、
受
贈
者
が
贈
与
者
と
対
等
な
力
関
係
を
望
む
場
合
、
同
価
値
の
返

礼
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
差
が
大
き
け
れ
ば

大
き
い
ほ
ど
、
返
礼
の
価
値
は
釣
り
上
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま

た
、
贈
与
者
が
そ
れ
だ
け
多
く
の
財
を
費
や
し
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
な

の
で
、
受
贈
者
の
歓
心
を
得
る
こ
と
に
も
繋
が
る）

（
（

。

　

こ
れ
を
藤
原
道
長
を
取
り
巻
く
貴
族
ら
は
上
手
く
利
用
し
た
。
藤
原

顕
光
は
、
道
長
か
ら
賀
茂
社
参
詣
の
前
駆
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
頼
通
に

馬
二
疋
と
剱
、
そ
の
従
者
に
綾
一
疋
、
随
身
等
に
は
絹
二
疋
を
与
え
、

実
資
に
「
こ
の
過
差
は
右
大
臣
の
礼
と
し
て
は
行
き
過
ぎ
だ
」
と
道
長

へ
の
追
従
を
読
み
と
ら
れ
た）

（
（

。
ま
た
、
寛
仁
三
年
（1019

）
の
賀
茂
祭

で
は
諸
使
が
道
長
・
頼
通
の
随
身
に
莫
大
な
量
の
禄
を
与
え
て
い
る）

（
（

。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
贈
与
過
差
を
通
じ
て
、
道
長
ら
の
歓
心
を
買
い
、

そ
の
返
礼
と
し
て
授
け
ら
れ
る
利
益
の
最
大
化
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

こ
の
こ
と
が
、
公
任
の
後
悔
を
露
わ
に
す
る
。
公
任
は
故
実
家
に
ふ

さ
わ
し
く
「
無
過
差
」
を
通
し
て
き
た
た
め
に
、
過
差
を
好
む
貴
族
た

ち
に
比
べ
道
長
か
ら
の
便
宜
を
受
け
ら
れ
ず
に
い
た
。
そ
の
こ
と
を
教

通
と
自
ら
の
娘
の
婚
儀
に
際
し
て
悔
や
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

実
際
、「
正
二
位
」
に
昇
叙
し
、
藤
原
斉
信
と
肩
を
並
べ
る
と
い
う

公
任
の
望
み
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
道
長
の
助
力
が
必
要
不
可
欠

だ
っ
た
。
当
時
二
人
は
共
に
権
大
納
言
の
官
職
を
得
て
い
た
が
、
位
階

に
関
し
て
は
斉
信
が
正
二
位
で
あ
っ
た
一
方
、
公
任
は
寛
弘
三
年

（1006

）
以
降
従
二
位
に
留
ま
っ
て
い
た
。
斉
信
は
中
宮
彰
子
、
春
宮

敦
成
、
中
宮
威
子
な
ど
道
長
近
親
者
の
家
政
機
関
に
奉
仕
す
る
な
ど
、

寛
弘
の
四
納
言
（
斉
信
、
公
任
、
俊
賢
、
行
成
）
の
中
で
道
長
の
信
頼
が

最
も
深
か
っ
た）

（
（

。
こ
の
よ
う
な
斉
信
を
、
公
任
は
苦
々
し
く
思
っ
て
い

た
ら
し
く
、
寛
弘
元
年
（1004

）
に
斉
信
が
自
ら
に
先
ん
じ
て
従
二
位

に
昇
っ
た
際
に
は
出
仕
を
拒
否
、
そ
の
翌
年
七
月
二
一
日
に
は
上
表
文

を
提
出
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
和
元
年
の
頃
、
公
任
は

斉
信
へ
の
強
い
対
抗
心
か
ら
彼
と
同
じ
正
二
位
を
望
ん
で
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
公
任
は
教
通
と
娘
の
婚
礼
に
期
待
を
か
け
て

い
た
の
だ
ろ
う）

（
（

。
こ
の
気
勢
が
、
過
差
と
な
っ
て
表
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
教
通
の
後
朝
使
を
慣
例
以
上
に
う
や
う
や
し

く
厚
遇
す
る
こ
と
で
、
そ
の
主
た
る
道
長
一
族
の
心
を
掴
み
、
彼
ら
か

ら
与
え
ら
れ
る
利
益
を
増
大
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
婚
姻
に
よ
る
関
係
強

化
と
相
俟
っ
て
、
公
任
へ
の
政
治
的
後
援
を
一
層
大
き
な
も
の
に
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

公
任
は
こ
の
婚
礼
の
お
よ
そ
半
年
後
の
十
二
月
二
十
二
日
、
婿
の
教

通
に
譲
ら
れ
て
念
願
の
正
二
位
に
昇
っ
た）

10
（

。
彼
の
場
合
、
饗
応
過
差
は
、

期
待
通
り
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

後
に
、
藤
原
斉
信
も
、
治
安
元
年
（1021

）
に
行
わ
れ
た
自
身
の
娘

と
道
長
男
長
家
と
の
婚
儀
の
翌
日
、
公
任
と
同
じ
過
差
に
よ
る
歓
待
を

長
家
の
使
者
に
与
え
て
い
る）

11
（

。
こ
の
時
期
、
斉
信
は
大
臣
就
任
を
切
望
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し
て
い
た
ら
し
く）

12
（

、
寛
仁
三
年
（1019

）、
治
安
三
年
（1023

）
の
二
度

に
わ
た
っ
て
斉
信
が
大
臣
の
座
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が
立
っ
て
い

る）
13
（

。
よ
っ
て
、
婿
の
長
家
を
介
し
て
道
長
一
族
か
ら
そ
の
た
め
の
助
力

を
得
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
斉
信
の
場
合
、
治
安
元
年

に
左
大
臣
頼
通
、
右
大
臣
実
資
、
内
大
臣
教
通
の
体
制
が
成
立
し
て
以

降
大
臣
ポ
ス
ト
に
空
席
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
う
上
手

く
は
事
が
運
ば
ず
、
大
納
言
に
留
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
使
者
に
対
す
る
饗
応
過
差
は
、
饗
応
者
が
使
者
の
主

の
心
を
掌
握
し
、
紐
帯
を
深
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

二
、
光
源
氏
に
よ
る
饗
応
過
差

　

公
任
に
見
ら
れ
た
人
心
掌
握
と
紐
帯
深
化
の
意
思
は
、初
音
巻
で「
事

加
へ
」
た
饗
応
を
催
し
た
光
源
氏
に
も
読
み
取
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
の
対
象
が
男
踏
歌
一
行
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
に
富
む
。

男
踏
歌
と
同
様
、
初
音
巻
に
描
か
れ
た
正
月
儀
礼
で
、
公
卿
や
親
王
ら

が
残
り
無
く
参
上
し
た
臨
時
客
で
は
、「
引
出
物
、
禄
な
ど
二
な
し
」

と
あ
る
だ
け
で
、「
事
加
へ
」
た
も
て
な
し
の
様
子
は
確
認
で
き
な
い
。

男
踏
歌
を
臨
時
客
と
対
照
す
れ
ば
、
踏
歌
の
人
々
が
最
も
歓
待
を
受
け

て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

　

こ
れ
に
は
、
男
踏
歌
一
行
に
内
大
臣
家
の
子
息
ら
が
加
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
関
係
す
る
と
考
え
る
。
初
音
巻
の
男
踏
歌
で
は
、「
殿
の
中
将

の
君
、
内
の
大
殿
の
君
た
ち
、
そ
こ
ら
に
す
ぐ
れ
て
、
め
や
す
く
華
や

か
な
り
」（
初
音
巻
③
一
五
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
饗
応
者
源
氏
の
子

で
あ
る
夕
霧
と
並
ん
で
、
内
大
臣
家
の
子
息
た
ち
が
一
行
の
中
で
抜
き

ん
で
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
彼
ら
を
歓
待
し
、
内
大
臣
家
と
の
結

び
つ
き
を
強
め
る
こ
と
こ
そ
、
水
駅
で
の
饗
応
過
差
の
目
的
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

澪
標
巻
以
後
、
源
氏
に
は
権
力
志
向
の
「
策
謀
家
」
と
い
う
側
面
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が）

14
（

、
そ
の
中
で
他
者
と
の
協
調
は
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
田
坂
憲
二
氏
に
よ
る
と
、
冷
泉
朝
に
お
け
る
源
氏
の
「
春
宮

接
近
と
弘
徽
殿
大
后
に
対
す
る
好
遇
」
は
、
旧
右
大
臣
派
及
び
鬚
黒
一

族
の
懐
柔
を
狙
う
勢
力
拡
大
策
で
あ
る
と
い
う）

11
（

。
氏
の
指
摘
は
、
澪
標

巻
で
の
源
氏
を
取
り
巻
く
政
治
状
況
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
人
脈
作
り
は
初
音
巻
で
も
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
少
女
巻
で
の
梅
壺
女
御
立
后
を
「
世
の
人
ゆ
る
し
き
こ
え
ず
」（
少

女
巻
③
三
一
頁
）
と
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
緩
や
か
に
構
築
し
つ
つ
あ
っ

た
連
携
体
制
に
衝
撃
が
走
っ
た
と
言
え
る
。
太
政
大
臣
に
昇
り
、
執
政

の
地
位
か
ら
降
り
た
源
氏
で
あ
る
け
れ
ど
、
澪
標
巻
で
語
ら
れ
た
明
石

姫
君
が
后
、
夕
霧
は
太
政
大
臣
に
昇
る
と
い
う
予
言
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
は
、
自
ら
の
権
力
を
で
き
る
だ
け
長
期
化
し
、
盤
石
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
源
氏
の
考
え
出
し
た
策
が
、
玉
鬘
を
媒
介
と
し
た
関
係
の

緊
密
化
だ
っ
た
。
玉
鬘
を
「
も
の
の
く
さ
は
ひ
」（
玉
鬘
巻
③
一
三
一
頁
）

と
し
て
引
き
取
り
、
六
条
院
に
気
兼
ね
な
く
出
入
り
し
、
源
氏
と
協
力

関
係
を
結
ぶ
者
た
ち
を
求
婚
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ

か
を
玉
鬘
の
婿
と
し
て
迎
え
れ
ば
、
姻
戚
関
係
と
い
う
よ
り
強
固
な
結
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び
つ
き
の
獲
得
が
可
能
に
な
る）

16
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
結
婚
を
介
し
た
他
家
と
の
紐
帯
深
化
策
は
、
源
氏
に

次
ぐ
第
二
勢
力
、
内
大
臣
家
へ
は
一
切
対
応
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
内
大
臣
の
子
息
た
ち
は
最
も
位
の
高
い
柏
木
で

す
ら
未
だ
中
将
に
留
ま
り
、
何
よ
り
玉
鬘
と
は
異
母
兄
弟
の
関
係
に
あ

る
た
め
、
婿
候
補
で
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
計

画
対
象
か
ら
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
梅
壺
立
后
問
題
、

雲
居
雁
と
夕
霧
を
め
ぐ
る
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
源
氏
と
内
大
臣
と
の

間
に
対
立
感
情
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
内
大
臣
家
と
の
結
び
つ
き
は
弱

ま
っ
て
お
り
、
早
急
に
何
ら
か
の
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
浮
上
し
た
の
が
水
駅
で
の
過
差
と
い
う
手
段
で
あ
る
。
内

大
臣
家
の
若
者
ら
を
今
の
う
ち
に
抱
き
こ
み
、
次
代
に
お
け
る
彼
ら
と

の
協
調
関
係
を
確
実
な
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
自
分
と
内
大
臣
と
の

摩
擦
緩
和
の
潤
滑
油
と
し
て
働
か
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
期
待
を
胸
に
、

饗
応
を
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
殿
上
人
な
ど
、
物
の
上
手
多
か
る
こ
ろ
ほ
ひ
に
て
、
笛
の

音
も
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
き
た
て
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
踏
歌
の
人
々

と
し
て
殿
上
人
が
確
認
で
き
る
の
も
注
目
に
値
す
る
。
九
世
紀
半
ば
か

ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
諸
官
人
に
よ
る
官
司
関
係
者
へ
の
饗
応
過
差
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た）

11
（

。
こ
れ
は
過
差
に
よ
っ
て
下
級
官
人
か
ら
の
「
衆
望
」

獲
得
し
、
彼
ら
と
の
疑
似
主
従
関
係
の
形
成
を
試
み
た
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
過
差
に
よ
る
主
従
関
係
形
成
を
、
源
氏
は
殿
上
人
と
の
間
で
構
築

し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
頃
源
氏
は
太
政
大
臣
で
形
式
上
は
太
政
官
の
頂
点
に
あ
る
。
そ

の
一
方
、
殿
上
人
は
四
位
、
五
位
の
天
皇
の
側
近
た
ち
で
あ
り
、
公
卿
、

親
王
ら
に
比
べ
、
直
接
影
響
力
を
持
つ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、

彼
ら
は
未
来
の
公
卿
候
補
な
の
で
、
今
の
う
ち
に
支
配
―
被
支
配
関
係

を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
長
期
的
な
権
力
保
持
を
目
指
す
上
で
極
め

て
有
効
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
初
音
巻
の
光
源
氏
は
、
水
駅
の
饗
応
過
差
に
よ
り

内
大
臣
家
、
殿
上
人
と
の
関
係
強
化
を
図
る
こ
と
で
、
長
期
権
力
の
実

現
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
姿
勢
は
、

彼
の
度
々
漏
ら
す
出
家
願
望
と
相
反
す
る
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
が
、

「
末
の
君
た
ち
、
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
出
だ
し
て
見
む
と
思
し
め
す

に
ぞ
、
と
く
棄
て
た
ま
は
む
こ
と
は
難
げ
な
る
」（
絵
合
巻
②
三
九
二
、

三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
末
の
君
た
ち
」、
夕
霧
、
明
石
姫
君
の
将
来

に
関
す
る
不
安
こ
そ
出
家
の
妨
げ
な
の
で
あ
る
。
澪
標
巻
以
後
の
源
氏

に
と
っ
て
、
自
家
の
権
勢
拡
充
へ
の
意
志
と
出
家
願
望
は
一
対
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う）

11
（

。

三
、
鬚
黒
に
よ
る
饗
応
過
差

　

初
音
巻
に
お
け
る
源
氏
の
過
差
は
権
力
の
長
期
化
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
真
木
柱
巻
の
鬚
黒
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

鬚
黒
の
場
合
、
過
差
の
背
景
に
は
玉
鬘
と
の
結
婚
に
よ
る
政
治
勢
力

図
の
変
化
が
あ
る
。
現
春
宮
の
外
戚
と
し
て
将
来
政
権
を
担
う
こ
と
が

確
実
な
鬚
黒
と
の
姻
戚
関
係
成
立
は
、
玉
鬘
の
養
父
源
氏
、
実
父
内
大
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臣
の
両
者
に
と
っ
て
、
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
源
氏
は

「
誰
も
誰
も
か
く
ゆ
る
し
そ
め
た
ま
へ
る
こ
と
な
れ
ば
」（
真
木
柱
巻
③

三
五
〇
頁
）
と
二
人
の
婚
儀
を
ま
た
と
な
い
ほ
ど
立
派
に
行
っ
て
お
り
、

か
ね
て
か
ら
鬚
黒
を
「
朝
廷
の
御
後
見
と
な
る
べ
か
め
る
下
形
」（
藤

袴
巻
③
三
四
二
頁
）
と
評
し
、
そ
の
将
来
性
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
内

大
臣
は
、
宮
仕
え
に
出
る
よ
り
こ
ち
ら
の
方
が
無
難
だ
と
喜
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鬚
黒
と
玉
鬘
の
結
婚
は
、
源
氏
、
内
大
臣
、
鬚
黒
三

者
の
権
力
を
補
完
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
既
存
の
鬚
黒
と
式
部
卿
宮
の
姻
戚
関
係
に
は
大
き
な
亀
裂
が

生
じ
て
し
ま
っ
た
。

　

玉
鬘
に
夢
中
と
な
り
、
ま
す
ま
す
娘
・
北
の
方
を
顧
み
な
く
な
る
鬚

黒
に
、
式
部
卿
宮
は
こ
れ
以
上
の
辛
抱
は
「
い
と
面
な
う
人
笑
へ
な
る

こ
と
」（
真
木
柱
巻
③
三
七
〇
頁
）
だ
と
怒
り
、
半
ば
強
引
に
娘
北
の
方

を
引
き
取
っ
た
。
あ
わ
て
て
式
部
卿
宮
家
を
訪
れ
た
鬚
黒
だ
が
、
冷
た

く
追
い
返
さ
れ
、
両
家
の
姻
戚
関
係
は
修
復
不
可
能
な
状
態
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

こ
の
式
部
卿
宮
家
と
の
関
係
断
絶
は
、
鬚
黒
に
大
き
な
損
失
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。
鬚
黒
一
族
は
右
大
臣
家
、
式
部
卿
宮
家
な
ど
の
他

家
と
連
帯
し
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
第
三
勢
力
と
し
て
の
権
力
を
保
持

し
て
き
た）

19
（

。
こ
の
よ
う
な
戦
略
を
と
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
協
力
関
係

解
消
は
痛
手
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
鬚
黒
に
は
こ
こ
に
来
て
式
部
卿

宮
家
に
代
わ
る
新
た
な
存
在
と
強
固
な
結
び
つ
き
を
獲
得
す
る
必
要
性

が
生
じ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
内
大
臣
家

で
あ
り
、
そ
の
獲
得
手
段
こ
そ
鬚
黒
が
実
質
的
主
催
者
で
あ
っ
た
男
踏

歌
の
饗
応
だ
と
考
え
る
。

　
　

�

ほ
の
ぼ
の
と
を
か
し
き
朝
ぼ
ら
け
に
、
い
た
く
酔
ひ
乱
れ
た
る
さ

ま
し
て
、
竹
河
う
た
ひ
け
る
ほ
ど
を
見
れ
ば
、
内
の
大
殿
の
君
達

は
四
五
人
ば
か
り
、
殿
上
人
の
中
に
声
す
ぐ
れ
、
容
貌
き
よ
げ
に

て
う
ち
つ
づ
き
た
ま
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。
童
な
る
八
郎
君
は

む
か
ひ
腹
に
て
、
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た
ま
ふ
が
、
い
と
う
つ
く

し
う
て
、
大
将
殿
の
太
郎
君
と
立
ち
並
び
た
る
を
、
尚
侍
の
君
も

他
人
と
見
た
ま
は
ね
ば
、
御
目
と
ま
り
け
り
。

�

（
真
木
柱
巻
③
三
八
二
、
三
頁
）

　

右
は
、
男
踏
歌
一
行
の
竹
河
を
謡
う
様
子
を
玉
鬘
が
見
る
場
面
の
記

述
で
あ
る
が
、
傍
線
部
か
ら
玉
鬘
の
異
母
兄
弟
に
あ
た
る
内
大
臣
家
子

息
た
ち
、
そ
の
中
で
も
特
に
父
の
寵
愛
を
受
け
る
八
男
、
そ
し
て
玉
鬘

の
夫
・
鬚
黒
の
長
男
が
記
さ
れ
、
彼
ら
が
踏
歌
一
行
に
加
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
玉
鬘
を
媒
介
と
し
て
つ
な
が
る
内
大
臣

家
と
鬚
黒
一
族
の
若
者
た
ち
が
饗
応
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
鬚
黒
は
、
両
家
の
未
来
を
担
う
若
者
た
ち
を
過
差
に
よ
っ
て
も

て
な
し
、
彼
ら
の
心
を
つ
か
む
こ
と
で
次
世
代
に
わ
た
る
両
家
の
紐
帯

を
得
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
一
族
の
活
路

を
開
こ
う
と
し
た
。

　

ま
た
、
一
族
の
活
路
と
い
う
点
で
は
、
鬚
黒
の
嫡
男
で
先
ほ
ど
の
引

用
文
に
も
見
え
た
「
大
将
殿
の
太
郎
君
」
と
、
源
氏
・
内
大
臣
が
背
後

に
控
え
る
玉
鬘
と
を
結
び
つ
か
せ
、
彼
の
昇
進
の
糸
口
を
つ
く
ろ
う
と
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し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　

�
な
か
な
か
、
男
君
た
ち
は
、
え
避
ら
ず
参
で
通
ひ
見
え
た
て
ま
つ

ら
ん
に
、
人
の
心
と
ど
め
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
は
し
た
な
う

て
こ
そ
漂
は
め
。
宮
の
お
は
せ
ん
ほ
ど
、
型
の
や
う
に
ま
じ
ら
ひ

を
す
と
も
、
か
の
大
臣
た
ち
の
御
心
に
か
か
れ
る
世
に
て
、
か
く

心
お
く
べ
き
わ
た
り
ぞ
と
さ
す
が
に
知
ら
れ
て
、
人
に
も
な
り
立

た
む
こ
と
難
し
。�

（
真
木
柱
巻
③
三
七
二
頁
）

そ
も
そ
も
、
こ
の
太
郎
君
は
、
も
と
の
北
の
方
所
生
で
、
彼
女
が
式
部

卿
宮
邸
へ
移
る
際
、
そ
の
行
く
末
を
案
じ
た
子
で
あ
る
。
彼
女
は
、
傍

線
部
で
、
夫
が
彼
ら
の
将
来
を
気
遣
っ
て
く
れ
る
と
は
思
え
ず
、
源
氏

と
内
大
臣
に
目
の
敵
に
さ
れ
た
ま
ま
で
は
出
世
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ

う
と
思
案
し
て
お
り
、
自
分
の
息
子
ら
は
式
部
卿
宮
方
に
い
る
限
り
、

権
門
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
を
持
つ
。
こ
の

認
識
は
鬚
黒
自
身
も
も
ち
ろ
ん
共
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
い

ず
れ
自
分
が
政
権
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
子
孫
が
振
る
わ
な
け
れ
ば

鬚
黒
一
族
の
権
力
保
持
は
厳
し
い
も
の
と
な
る
た
め
、
鬚
黒
も
無
視
は

で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
玉
鬘
の
局
で
行
わ
れ

る
饗
宴
を
盛
大
に
催
し
、
新
し
く
母
と
な
っ
た
玉
鬘
に
好
印
象
を
抱
か

せ
、
源
氏
と
内
大
臣
と
い
う
強
力
な
後
見
を
持
つ
彼
女
と
太
郎
君
と
を

結
び
つ
け
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
実
際
こ
の
企
て
は
功
を
奏
す
る
。
男
踏
歌
後
、
鬚
黒
の
息

子
た
ち
は
姉
・
真
木
柱
に
、「
ま
ろ
ら
を
も
、
ら
う
た
く
な
つ
か
し
う

な
ん
し
た
ま
ふ
。明
け
暮
れ
を
か
し
き
こ
と
を
好
み
て
も
の
し
た
ま
ふ
」

（
真
木
柱
巻
③
三
九
六
、
七
頁
）
と
玉
鬘
に
対
す
る
好
感
を
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
男
踏
歌
後
、
玉
鬘
が
鬚
黒
の
子
を
出
産
し
、
鬚
黒
に
こ

の
上
な
く
か
し
づ
か
れ
る
様
子
を
、
内
大
臣
は
「
お
の
づ
か
ら
思
ふ
や

う
な
る
御
宿
世
」（
真
木
柱
巻
③
三
九
七
頁
）
だ
と
評
し
た
。
先
述
の
よ

う
に
、
内
大
臣
は
春
宮
の
外
戚
で
あ
る
鬚
黒
に
有
用
性
を
感
じ
て
お
り
、

玉
鬘
の
た
め
に
も
内
大
臣
家
の
た
め
に
も
婿
と
し
て
最
適
だ
と
み
な
し

て
い
た
。
そ
の
上
、
そ
の
鬚
黒
と
の
子
を
玉
鬘
が
産
ん
だ
こ
と
で
、
玉

鬘
の
幸
福
と
鬚
黒
一
族
と
の
一
層
強
固
な
繋
が
り
と
が
実
現
し
た
た
め
、

「
お
の
づ
か
ら
思
ふ
や
う
な
る
」
と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
鬚
黒
は
式
部
卿
宮
家
と
の
協
力
関
係
解
消
に
よ

り
、
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
一
族
の
権
益
を
保
持
す
る
た
め
、
男
踏
歌
の

「
水
駅
」
を
利
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
玉
鬘
の
局
で
過
差
の
発
生
し
た

饗
応
を
催
し
、
自
ら
の
子
息
と
内
大
臣
家
の
子
息
ら
を
も
て
な
す
こ
と

で
、
式
部
卿
宮
家
と
の
関
係
に
代
わ
る
、
内
大
臣
家
と
の
新
た
な
協
力

関
係
の
強
化
と
一
族
の
未
来
に
お
け
る
繁
栄
を
図
っ
た
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
初
音
巻
と
真
木
柱
巻
に
描
か
れ
た
「
男
踏
歌
」
饗
応
に

お
け
る
過
差
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
他
勢
力
と
の
紐
帯
を
深
め
る
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
光
源
氏
の
場
合
も
、
鬚
黒

の
場
合
も
、
た
だ
単
に
家
の
権
勢
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
く
、
自
ら

の
権
力
を
長
期
化
、
拡
大
す
る
た
め
の
一
種
の
戦
術
と
し
て
過
差
を
用

い
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
こ
に
、
実
際
の
平
安
宮
廷
社
会
に
お
い
て
何
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と
か
栄
華
を
掴
み
と
ろ
う
と
、
懸
命
に
生
き
た
貴
族
た
ち
の
面
影
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

注（1
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館　

二
〇
〇
一
年
）
参
照

（
2
）　

以
下
、『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
3
）　

山
中
裕
「
六
条
院
と
年
中
行
事
」（
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子

編
『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界　

第
五
集
』
有
斐
閣　

一
九
八
一
年
）、
山

田
利
博
「
男
踏
歌
の
対
照
」（『
源
氏
物
語
の
構
造
研
究
』
新
典
社　

二
〇
〇

四
年　

初
出　
『
中
古
文
学
論
攷
』
一
九
九
八
年
十
月
）

（
4
）　
『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
二
十
八
日
条

　

な
お
、
以
下
『
小
右
記
』
の
引
用
は
『
大
日
本
古
記
録　

小
右
記
』（
岩
波

書
店
）
に
よ
る
。

（
1
）　
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
藤
原
道
長
が
贈
与
過
差
を
用
い
て
人
心
掌
握
す

る
様
子
を
確
認
で
き
る
。
小
一
条
院
敦
明
親
王
と
娘
寛
子
の
露
顕
の
儀
（
巻

第
十
三
ゆ
ふ
し
で
）
に
お
い
て
、
道
長
は
小
一
条
院
の
従
者
へ
の
禄
を
、「
例

の
作
法
に
い
ま
す
こ
し
増
さ
せ
た
ま
へ
り
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

栄
花
物
語
』
②
一
二
二
頁
）
と
あ
り
、
し
き
た
り
の
作
法
に
も
う
一
段
上
乗

せ
し
た
禄
を
与
え
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
小
一
条
院
の
春
宮
退
位
を
受

け
て
、
道
長
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
る
小
一
条
院
周
囲
の
懐
柔
を
試
み
た
の
だ

ろ
う
。

（
6
）　
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
九
日
条

（
1
）　
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
四
月
二
十
三
日
条

（
1
）　

関
口
力
「
藤
原
斉
信
」（『
摂
関
時
代
文
化
史
研
究
』
思
文
閣
出
版　

二

〇
〇
七
年
）

（
9
）　
『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
二
十
六
日
条
に
は
、
公
任
が
こ
の
婚
儀
に

先
立
ち
実
資
か
ら
装
束
を
借
り
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
期
待
の
大

き
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

（
10
）　
『
公
卿
補
任
』
長
和
元
年
条

（
11
）　
『
小
右
記
』
治
安
元
年
十
月
二
十
八
日
条

（
12
）　

関
口
氏
注
1
論
文
。

（
13
）　
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
六
月
十
九
日
条
、
治
安
三
年
九
月
十
七
日
条

（
14
）　

伊
藤
博
「「
澪
標
」
以
後
―
光
源
氏
の
変
貌
―
」（『
源
氏
物
語
の
基
底

と
創
造
』
武
蔵
野
書
院　

一
九
九
四
年　

初
出　
『
日
本
文
学
』
第
一
四
巻

第
六
号　

一
九
六
五
年
六
月
号
）

（
11
）　

田
坂
憲
二
「
内
大
臣
光
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
政

治
の
季
節
〉・
そ
の
三
―
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
想
』
和
泉
書
院　

一

九
九
三
年　

初
出　

王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論
集　

源
氏
物
語
と
そ
の
前
後

2
』
新
典
社　

一
九
九
一
年
）

（
16
）　

藤
袴
巻
で
、
源
氏
の
弟
蛍
兵
部
卿
宮
、
式
部
卿
宮
家
の
子
息
左
兵
衛
督
、

鬚
黒
の
三
人
が
最
終
的
な
玉
鬘
の
婿
候
補
と
し
て
残
っ
た
。
彼
ら
は
源
氏
が

今
後
も
良
好
な
関
係
を
保
つ
べ
き
勢
力
の
筆
頭
格
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を

持
つ
。
鬚
黒
は
春
宮
の
外
戚
で
い
ず
れ
上
卿
に
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、

式
部
卿
宮
家
は
そ
の
鬚
黒
と
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
当
帝
の
外
戚
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
蛍
兵
部
卿
宮
は
、「
兵
部
卿
」
の
官
職
を
得
て
お
り
、
か
つ
て
旧

右
大
臣
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
式
部
卿
宮
に
次
ぐ
第

二
の
親
王
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
人
の
と
の
姻
戚
関
係

構
築
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
源
氏
の
権
力
強
化
に
有
効
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
11
）　

遠
藤
基
郎
「
過
差
の
権
力
論
―
貴
族
社
会
的
文
化
様
式
と
徳
治
主
義
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
は
ざ
ま
―
」（
服
藤
早
苗
編
『
王
朝
の
権
力
と
表
象
―
学
芸
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の
文
化
史
』
森
話
社　

一
九
九
八
年
）

（
11
）　

高
木
和
子
「
光
源
氏
の
出
家
願
望
―
『
源
氏
物
語
』
の
力
学
と
し
て
―
」

（『
源
氏
物
語
の
思
考
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
二
年　

初
出　
『
日
本
文
芸
研

究
』
第
五
一
巻
第
三
号　

一
九
九
九
年
十
二
月
）

（
19
）　

田
坂
憲
二
「
鬚
黒
一
族
と
式
部
卿
宮
家
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
政
治

の
季
節
〉・
そ
の
二
―
」（
注
11
に
同
じ　

初
出　

源
氏
物
語
探
究
会
編
『
源

氏
物
語
の
探
究　

第
十
五
輯
』
風
間
書
房　

一
九
九
〇
年
）

�
（
ま
え
だ
・
え
り　

京
都
大
学
事
務
職
員
）


