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屏

風

歌

の

制

作

法

―
長
保
元
年
彰
子
入
内
屏
風
を
め
ぐ

っ
て
―

序

九
世
紀
末
か
ら
十

一
世
紀
前
半
に
か
け
て
大
流
行
し
た
屏
風
歌
は
、
和
歌
史

に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
屏
風
歌
と
は
何
だ

っ
た
の
か
を

考
え
る
た
め
に
は
、
屏
風
歌
の
制
作
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
歌
人
が
屏
風
歌
を
作
る
際
に
、
何
を
元
に
し

た
か
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歌
人
と
屏
風
歌
と
の
関
り

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

』
甥
静
嘲
『
峙
Ч
睾
脚
郡
朝

（ に
九 っ
か
な
「
家
奇
螂
師
府
触
い
け
嘲
」
諏
い
れ
『

ヽ

『今
昔
物
語
』
巻
十
四
、
一二
十

一
話

「
延
喜
′御

屏
λ
Ｆ
勢
御
息
所
、
記
和
馳
影
町

等
を
考
察
し
た
結
果
、
歌
人
は
、
絵
の
中
で
歌
に
詠
む
べ
き
と
こ
ろ
を
言
葉
で

書
き
出
し
た
題
が
依
頼
主
か
ら
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、

「窮
恒
集
』
の
宇
多
院
石
山
寺
御
幸
屏
風
の
よ
う
に
、
歌
人
が
絵
を
直
接
見
る

の
は
、
極
く
ま
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
吉
川
栄
治
祇
鄭
（
清
水
氏
の
説
に

賛
成
さ
れ
、
補
強
す
る
資
料
を
い
く
つ
か
加
え
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
具
体
的
に
屏
風
歌
を
検
討
し
て
い
く
と
、
清
水
氏
の
説
の
と
お
り
、

田

島

智

依
頼
主
が
言
葉
で
書
き
出
し
た
題
に
基
づ
い
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例
も
確
か

に
あ
る
が
、
歌
人
が
絵
を
直
接
見
て
題
を
設
定
し
た
と
思
わ
れ
る
例
も
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
清
水
氏
が
記
録
類
か
ら
考
証
さ
れ
て
い
る
、
言
葉
で
題
を

与
え
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
和
歌
例
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
題
の

与
え
ら
れ
方
が
、
屏
風
歌
に
ど
う
反
映
し
て
い
る
か
を
考
え
る
。
次
い
で
、
清

水
氏
が
極
く
例
外
的
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
、
歌
人
が
絵
を
直
接
見
て
題
を
設

定
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
和
歌
資
料
か
ら
見
出
せ
る
例
を
示
し
、
そ
の
こ
と
が

屏
風
歌
に
与
え
た
影
響
を
考
え
て
み
た
い
。

一

道
済
集
に

「権
中
納
言
と
の
ゝ
御
屏
風
の
歌
」
と
し
て
十
二
首

（道
済
集
舒

―
％
、
「私
家
集
大
成
中
古
Ｉ
」
、
以
下
私
家
集
は

『
私
家
集
大
成
』
使
用
）、和

泉
式
部
正
集
に

「権
中
納
言
の
屏
風
の
う
た
」
と
し
て
十
五
首

（和
泉
式
部
集

Ｉ
‐８６
‐
‐９７
ヽ
・
槻
‐
鰯
）
、
嘉
言
集
に

「屏
風
の
歌
」
と
し
て
十

一
首
（嘉
言
集

塑
―
観
）
あ
り
、
こ
の
三
者
は
同
じ
折
に
詠
進
さ
れ
た
屏
風
歌
で
あ
る
。
こ
れ

ら
が
同

一
の
屏
風
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
福
井
迪
子
氏
が

「
三
者
を
対
比
し
て

み
る
と
Ａ
中
略
Ｖ
同

一
の
屏
風
絵
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
自
ら
明
ら

か
で
あ

子



る
」
（福
井
氏
）と
し
て
、
指
摘
し
て
お
ら
な
済
。
倭
絵
屏
風
の
図
柄
は
ほ
ぼ
パ

タ
ー
ン
が
決
ま
っ
て
い
た
の
で
、
画
題
が
大
体

一
致
す
る
く
ら
い
で
は
、
同
じ

屏
風
と
言
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
屏
風
の
場
合
は
、
道
済
集
と

和
泉
式
部
正
集
は
ど
ち
ら
も
詞
書
に

「権
中
納
言
の
御
屏
風
」
と
あ
る
の
で
、

こ
の
二
者
が
同
じ
屏
風
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
こ
と
、
ま
た
、
三
者
の
詞
書
や

歌
を
比
較
し
て
み
る
と
、
山
の
朽
橋
を
馬
に
乗

っ
た
旅
人
が
渡
り
わ
ず
ら
う
と

い
う
珍
し
い
場
面
も
含
め
て
、
全
て
の
場
面
が
細
部
ま
で
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

同

一
の
屏
風
と
見
な
し
て
よ
い
。
以
下
、
こ
の
屏
風
の
十
二
ケ
月
分
十
二
の
場

面
を
列
挙
す
る
。

第

一
場
面
　
桜
の
咲
い
て
い
る
家
に
客
人
が
来
て
、
主
人
と
花
を
見
る
。

第
二
場
面
　
馬
に
乗

っ
た
人
が
二
三
人
、
桜
の
花
の
あ
た
り
を
通
り
過
ぎ
る
。

第
二
場
面
　
霞
が
山
桜
を
隠
す
。

第
四
場
面
　
女
が
な
で
し
こ
の
花
を
眺
め
る
。

第
五
場
面
　
五
六
人
が
松
に
か
か
っ
て
い
る
藤
を
見
る
。

第
六
場
面
　
馬
に
乗

っ
た
二
三
人
が
、
山
道
の
掛
け
橋
が
朽
ち
て
い
る
の
で

渡
り
わ
ず
ら
う
。

第
七
場
面
　
馬
に
乗

っ
た
旅
人
が
山
を
越
え
る
。

第
八
場
面
　
人
の
家
で
管
弦
の
遊
び
を
す
る
。

第
九
場
面
　
山
里
の
家
に
紅
葉
散
り
、
人
影
が
な
い
。

第
十
場
面
　
海
辺
の
松
に
蔦
の
紅
葉
か
か
る
。

第
十

一
場
面
　
海
の
近
く
の
松
林
に
家
が
在
る
が
家
人
の
姿
は
な
い
。

第
十
二
場
面
　
雪
の
降
る
中
、
鷹
を
据
え
た
旅
人
が
行
く
。

こ
の
屏
風
の
制
作
年
代
、
及
び

「権
中
納
言
」
と
い
う
依
頼
主
が
誰
か
を
考

え
て
み
る
。
道
済
集
所
載
の
屏
風
歌
に
つ
い
て
、
杉
崎
重
違
辞
や
五
島
和
代注
氏５

が
考
証
さ
れ
、
配
列
か
ら
長
保
三
年

（
一
〇
〇

一
）
頃
、
権
中
納
言
は
藤
原
斉

信
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
嘉
言
と
和
泉
式
部
が
詠
作
可
能
な
時
期
で
も

あ
り
、
長
保
三
年
藤
原
斉
信
説
は
妥
当
だ
ろ
う
。
屏
風
歌
中
に
は
、

五
六
人
、
ふ
ち
の
は
な
を
み
る

い
ゑ
つ
と
に
お
り
は
か
は
ら
し
ふ
ち
の
は
な
ま
つ
に
ち
と
せ
を
か
け
て
こ

そ
み
め

（嘉
言
集
１２６
）

と
殊
更

「千
歳
」
や

「千
代
」
「常
盤
」
と
い
う
め
で
た
い
言
葉
を
詠
み
込
ん

だ
歌
が
、
三
十
八
首
中
六
首
あ
る
。
こ
れ
ら
の
め
で
た
い
言
葉
は
算
賀
の
歌
に

よ
く
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
屏
風
も
算
賀
屏
風
の
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
長
保

三
年
藤
原
斉
信
の
算
賀
屏
風
だ
と
す
る
と
、
長
保
三
年
に
は
斉
信
は
三
十
五
歳

だ
か
ら
斉
信
の
算
賀
で
は
な
い
。
そ
の
年
東
三
条
院
詮
子
の
四
十
賀
が
行
な
わ

れ
た
の
で
、
そ
の
た
め
に
従
兄
弟
の
斉
信
が
あ
つ
ら
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「公
卿
補
任
』
長
保
三
年
の
条
に
、
「十
月
三
日
右
衛
門
督
。　
同
十
日
正
三
位

（御
賀
ご

と
あ
り
、
斉
信
は
詮
子
四
十
賀
の
功
に
よ
り
、
昇
進
し
て
い
る
。

功
の
一
つ
に
、
屏
風
を
奉

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
屏
風
の
歌
が
、
言
葉
の
題
に
基
づ
き
詠
ん
だ
と
な
ぜ
推
定
で
き
る
か
を

述
べ
よ
う
。
た
と
え
ば
第
六
場
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

馬
に
の
り
た
る
人
□
た
り
す
く
、
か
け
は
し
あ
り

こ
ゝ
ろ
し
て
こ
ま
は
ゆ
か
な
ん
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
け
は
じ
こ
け
お
ひ
に

け
り

（道
済
集
９．
）

た
ひ
人
山
を
く
る
み
ち
に
は
し
あ
り
、
く
ち
や
ふ
れ
た
れ
は
、
わ
た

り
わ
つ
ら
ふ

し
は
く
ち
て
よ
る
へ
き
み
ち
も
な
か
り
け
り
み
ね
よ
り
わ
た
る
く
も
な
ら

す
し
て

（和
泉
式
部
集
Ｉ
観
）

む
ま
に
の
り
た
る
人
三
三
人
、
か
す
か
な
る
山
み
ち
を
ゆ
く
、
は
し

あ
り



ゆ
き
か
へ
り
わ
た
り
し
は
し
も
う
せ
に
け
り
い
く
と
せ
に
か
は
み
て
は
な

り
ぬ
る

（嘉
言
集
麟
）

で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
山
の
掛
け
橋
と
旅
人
と
い
う
珍
し
い
題
だ

が
、
三
者
共
、
掛
け
橋
が
朽
ち
て
難
儀
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
お
い
て
一
致

し
て
い
る
の
は
、
そ
う
指
示
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
橋
の
朽
ち

具
合
が
、
道
済
歌
で
は
笞
の
生
え
て
い
る
程
度
な
の
に
、
嘉
言
歌
で
は
失
せ
て

し
ま

っ
て
い
る
の
も
、
絵
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
九
場

面
は
、

山
さ
と
に
人
家
あ
り
、
も
み
ち
わ
つ
か
に
み
は
や
し
に
き
り
た
ち
こ

め
て

あ
ら
し
の
み
ふ
く
山
さ
と
の
も
み
ち
葉
を
き
り
た
ち
こ
め
て
く
る
人
の
な

さ

（道
済
集
９５
）

山
の
ふ
も
と
に
家
あ
り
、
紅
葉
ち
り
て
人
な
し

散
ち
ら
す
引
引
刈
Ы
潤
割
山
里
の
紅
葉
は
や
み
の
錦
也
け
り

（和
泉
式
部

集
Ｉ
聾
）

山
さ
と
の
も
み
ち
を

山
ヽ
し
魚
？
人
ム
姜
丁
ｙ
啓
０
も
み
ち
葉
も
お
な
し
お
り
に
そ
ち
れ
は
ち
り
け

る

（嘉
言
集
硼
）

と
あ
り
、
詞
書
は
少
し
ず
つ
異
な
る
が
、
歌
の
内
容
は
ど
れ
も
、
傍
線
部
の
歌

句
に
あ
る
よ
う
に
、
山
里
に
紅
葉
を
惜
し
む
人
の
い
な
い
こ
と
を
歌

っ
て
い
る
。

絵
に
は
、
山
里
の
紅
葉
ば
か
り
が
描
か
れ
、
人
物
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
絵
を
見
た
時
、
二
人
が

一
様
に
人
の
い
な
い
こ

と
に
着
目
し
て
歌
う
だ
ろ
う
か
。
景
物
の
不
在
は
テ
ー
マ
に
し
に
く
い
も
の
で

あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
人
の
い
な
い
山
里
で
あ
る
と
注
意
を
喚
起
さ
れ
た
か
ら

こ
そ
、
三
人
は
歌
に
し
た
の
で
あ
る
。
第
十
場
面
は
、

海
の
ほ
と
り
に
松
あ
り
、
つ
た
の
も
み
ち
か
ゝ
れ
り

も
み
ち
し
て
ま
つ
に
か
ゝ
れ
る
つ
た
み
れ
は
か
く
て
ち
と
せ
の
あ
き
そ
し

ら
る
ゝ

（道
済
集
９６
）

海
に
の
そ
み
た
る
松
に
、
つ
た
の
紅
葉
の
か
ヽ
り
た
る
を

紅
葉
す
る
つ
た
し
か
ヽ
れ
は
を
の
つ
か
ら
松
も
あ
た
な
る
な
そ
立
ぬ
へ
き

（和
泉
式
部
集
Ｉ
螺
）

う
み
の
き
し
な
る
ま
つ
に
、
つ
た
の
も
み
ち
か
ヽ
れ
り

神
無
月
か
ゝ
れ
る
つ
た
の
も
み
ち
ゆ
へ
ま
つ
に
と
き
葉
の
な
に
や
も
た
か

は
む

（嘉
言
集
蜘
）

と
、
海
の
ほ
と
り
の
松
に
蔦
の
紅
葉
が
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
人

共
が
蔦
の
紅
葉
と
い
う
細
か
い
点
に
着
目
し
た
の
も
、
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
者
の
詞
書
が
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
の
は
、
与
え
ら
れ

た
題
が
そ
の
ま
ま
詞
書
と
し
て
歌
集
に
付
さ
れ
、
現
在
ま
で
比
較
的
そ
の
ま
ま

の
形
で
残

っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
こ
の
屏
風
の
歌
は
、
言
葉
の
題
を
与
え
ら
れ
て
詠
ん
だ
の

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
が
歌
風
に
ど
う
影
響
し
て
い

る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
何
を
詠
む
か
と
い
う
こ
と
は
、
依
頼
主
の
方
で

決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
歌
人
に
は
、
題
を
選
ぶ
余
地
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て

い
な
い
と
言
え
よ
う
。
更
に
、
依
頼
主
が
何
ら
か
の
解
釈
を
下
し
て
い
る
時
に

は
、
ど
う
詠
む
か
ま
で
依
頼
主
の
意
向
に
沿
ヶ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
第

六
場
面
で
は
、
山
の
掛
け
橋
を
渡
る
旅
人
と
い
う
対
象
が
決
め
ら
れ
、
更
に
、

橋
が
朽
ち
破
れ
て
い
て
渡
り
わ
ず
ら

っ
て
い
る
様
子
と
し
て
詠
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
第
九
場
面
で
は
、
山
里
の
紅
葉
と
い
う
対
象
、
見
る
人

も
な
い
ま
ま
散
る
紅
葉
と
い
う
様
子
が
、
決
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
言
葉
の

題
の
影
響
は
、
表
現
に
さ
え
及
ん
で
い
る
。
第
十
場
面
、
海
辺
の
松
に
蔦
の
紅



葉
を
詠
ん
だ
歌
は
、
ど
れ
も
傍
線
部
分
の
表
現
が
似
て
い
る
が
、
詞
書
に
あ
る

よ
う
な
題
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

も
う

一
例
、
言
葉
の
題
で
詠
ん
だ
屏
風
歌
と
わ
か
る
例
を
挙
げ
る
。
順
集
に

「康
保
二
年
、
女
五
男
八
親
王
御
屏
風
歌
」

（順
集
Ｉ
５４
と
６５
）
と
し
て
十
二

首
、
中
務
集
に

「村
上
の
先
帝
の
御
屏
風
の
ゑ
に
」
（中
務
集
Ｉ
３５
１
４
）
と
し

て
十
首
の
屏
風
歌
が
あ
る
。

順
集
Ｉ

（御
所
本
）
に

「女
五
男
八
親
王
」
と
あ
る
が
、
「男
四
女
八
親
王
」

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
「
日
本
紀
略
』
康
保
二
年
八
月
十
八
日
に
、
「為
平
親
王

加
・一元
服
一。
Ａ
中
略
Ｖ
輔
子
内
親
王
始
丼
。
」
と
あ
り
、
『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』

に
よ
れ
ば
、
為
平
親
王
は
村
上
天
皇
第
四
皇
子
、
輔
子
内
親
王
は
村
上
天
皇
第

八
皇
女
だ
か
ら
で
あ
る
。
為
平
親
王
は
、
母
は
中
宮
安
子
、
康
保
二
年
十
四
歳
、

輔
子
内
親
王
は
、
母
は
同
じ
く
中
宮
安
子
、
康
保
二
年
十
三
歳
で
あ
る
。
元
服

着
裳
の
年
令
に
な

っ
た
、
母
を
同
じ
く
す
る
村
上
帝
の
皇
子
と
皇
女
が
、
同
時

に
儀
式
を
行
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。　
一
方
中
務
集
の
屏
風
歌
は
、
詞
書
に

「村
上

の
先
帝
の
御
屏
風
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
村
上
帝
の
時
、
そ
の
皇
子
皇
女
の
た

め
に
調
進
さ
れ
た
屏
風
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
は
詞
書
や

歌
の
内
容
が
ま

っ
た
く

一
致
す
る
の
で
、
同

一
の
屏
風
と
考
え
て
よ
い
。

以
下
、
順
集
と
中
務
集
の
屏
風
歌
を
、
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
全
て
あ
げ
る
。

全
部
で
、
十
三
場
面
十
二
ケ
月
あ
る
。

第

一
場
面

一
月

春
ゐ
中
の
人
の
家
に
お
と
こ
き
た
る

道
と
を
み
人
も
か
よ
は
ぬ
む
な
の
は
な
き
み
に
は
風
や
わ
き
て
つ
け
つ
る

（順
集
Ｉ
５４
）

ゐ
な
か
へ
に
を
と
こ
ま
ら
う
と
き
た
り

む
め
の
か
を
と
め
て
き
つ
れ
は
め
つ
ら
し
き
う
く
ひ
す
な
ら
ぬ
こ
ゑ
も
き

く
か
な

（中
務
集
Ｉ
３５
）

第
二
場
面
二
月

き
し
の
鳴
を
き
ゝ
て
山
桜
を
み
る

か
り
に
く
る
人
も
こ
そ
く
れ
は
る
の
ゝ
に
あ
さ
な
く
き
し
の
ち
か
く
も
あ

る
哉

（順
集
Ｉ
５５
）

き
し
の
こ
ゑ

ね

は
る
か
す
み
あ
さ
た
つ
の
へ
に
た
つ
と
り
も
し
の
は
ぬ
に
や
人
も
し
る
ら

む

（中
務
集
Ｉ
３６
）

第
二
場
面
二
月

や
ま
さ
く
ら
こ
の
し
た
か
せ
し
心
あ
ら
は
か
を
の
み
つ
て
よ
花
な
ち
ら
し

そ

（順
集
Ｉ
５６
）

キ

ち
か
や
ま
の
さ
く
ら

わ
か
や
と
し
は
る
の
や
ま
へ
の
つ
ま
な
れ
は
ほ
か
の
は
な
と
も
お
も
ほ
え

ぬ
か
な

（中
務
集
Ｉ
３７
）

第
四
場
面
四
月

う
の
花
さ
け
る
家
に
時
鳥
き
く

う
の
は
な
の
お
ら
ま
く
ほ
し
き
や
ま
さ
と
に
ほ
と
と
き
す
さ
へ
き
つ
ゝ
な

く
な
り

（順
集
Ｉ
５７
）

第
五
場
面
四
月

賀
茂
の
祭
の
み
あ
れ
ひ
く

わ
か
ひ
か
む
み
あ
れ
に
つ
け
て
お
も
ふ
こ
と
な
る
ノ
ヽ
す
ゝ
も
ま
つ
き
こ

ゑ
け
り

（順
集
Ｉ
５８
）

四
月
み
あ
れ
ひ
く



き
み
を
の
み
い
の
り
お
き
て
は
う
ち
む
れ
て
た
ち
か
へ
り
な
ん
か
も
の
か

は
な
み

（中
務
集
Ｉ
“
）

第
六
場
面
五
月

五
月
五
日

し
る
き
か
も
に
は
ふ
な
る
か
な
あ
や
め
く
さ
今
日
こ
そ
た
ま
に
ぬ
く
ひ
な

り
け
れ

（中
務
集
Ｉ
”
）

第
七
場
面
六
月

人
の
家
の
い
つ
み
の
つ
ら
に
て

や
ま
の
ゐ
を
か
つ
む
す
ひ
つ
ゝ
夏
こ
ろ
も
ひ
も
う
ち
と
け
て
す
ゝ
む
こ
ろ

か
な

（順
集
Ｉ
５９
）

い
つ
み

し
た
く
ゝ
る
み
つ
に
あ
き
こ
そ
か
よ
ふ
ら
し
む
す
ふ
い
つ
み
の
て
さ
へ
す

ゝ
し
き

（中
務
集
Ｉ
“
）

第
八
場
面
七
月

人
の
家
に
女
二
三
人
あ
か
月
に
出
て
花
み
る

花
の
色
や
よ
の
ま
の
つ
ゆ
に
か
け
る
と
て
ま
つ
を
き
な
か
ら
い
て
ヽ
こ
そ

み
れ

（順
集
Ｉ
６０
）

秋
の
あ
か
つ
き
の
は
な
を
み
る
と
こ
ろ

あ
り
あ
け
の
ひ
か
り
に
ま
さ
る
を
み
な
へ
し
な
か
き
よ
に
見
む
つ
ゆ
に
お

き
つ
ゝ

（中
務
集
Ｉ
４．
）

第
九
場
面
八
月

海
の
つ
ら
に
あ
み
ひ
き
し
は
や
く
所

見
渡
せ
は
あ
ま
の
た
く
な
は
な
の
み
し
て
た
つ
は
し
は
や
く
け
ふ
り
な
り

け
り

（順
集
Ｉ
６．
）

第
十
場
面
九
月

九
月
つ
こ
も
り
、
お
と
こ
女
野
に
い
て
ゐ
て
あ
そ
ひ
、
紅
葉
を
み
る

い
か
な
れ
は
も
み
ち
に
も
ま
た
あ
か
な
く
に
秋
は
て
ぬ
と
は
今
日
を
い
ふ

ら
ん

（順
集
Ｉ
”
）

の
ヽ
み
ち
を
見
る

け
ふ
を
ら
ぬ
人
も
さ
そ
は
ぬ
も
み
ち
葉
に
よ
の
ま
ふ
き
く
な
山
お
ろ
し
の

風

（中
務
集
Ｉ
２
）

第
十

一
場
面
十
月

雨
の
う
ち
に
の
こ
り
の
菊
を
み
る

し
く
れ
つ
ゝ
う
つ
ろ
ふ
み
れ
は
き
く
の
は
な
し
め
ノ
ヽ
と
ふ
る
雨
に
さ
り

け
る

（
順
集
Ｉ
６３
）

第
十
二
場
面
十

一
月

人
の
家
に
み
つ
と
り
あ
り

あ
さ
こ
は
り
と
け
に
け
ら
し
な
水
の
お
も
に
や
と
る
に
は
と
り
ゆ
き
ヽ
な

く
な
り

（順
集
Ｉ
６４
）

冬
こ
は
り
し
た
る
い
け

こ
は
り
ゐ
る
い
け
の
み
き
は
ヽ
み
つ
と
り
の
は
か
せ
に
な
み
も
さ
は
か
さ

り
け
り

（中
務
集
Ｉ
慇
）

第
十
三
場
面
十
二
月

雪
の
ふ
る
日
あ
つ
ま
に
お
ひ
つ
ら
ね
た
り

旅
の
そ
ら
く
る
も
く
る
し
な
あ
つ
ま
ち
の
ゆ
き
ヽ
の
か
た
も
み
え
ぬ
し
ら

ゆ
き

（順
集
Ｉ
６５
）

ゆ
き
ふ
る
に
、
も
の
へ
い
く
ひ
と

ゆ
き
ふ
か
く
ゆ
く
あ
つ
ま
ち
も
と
は
け
れ
と
み
ち
に
て
は
る
に
あ
ひ
ぬ
ヘ

き
か
な

（中
務
集
Ｉ
４
）

言
葉
で
題
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
箇
所
を
指
摘
す
る
と
、
た
と
え
ば
、



第
二
場
面
二
月
は
、
春
の
野
の
雉
だ
が
、
両
者
共
雉
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。
雉
の
声
は
絵
に
表
わ
れ
な
い
こ
と
な
の
に
一
致
し
て
い
る
の
は
、

鳴
い
て
い
る
こ
と
が
言
葉
で
指
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
第
八
場
面
七
月

は
、
秋
の
庭
に
出
て
花
を
見
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ど
ち
ら
も
暁
の
花
を
詠
ん
で
い

る
。
暁
と
い
う
時
刻
を
絵
か
ら
見
て
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
題
に
指
示
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
十
三
場
面
十
二
月
は
雪
降
る
日
旅
す
る
人
人
だ
が
、

順
も
中
務
も

「あ
つ
ま
ち
」
と
い
う
言
葉
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
絵
か
ら
は
東

国
へ
下
る
人
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
か
ら
な
い
。
順
集
の
詞
書

「あ
つ
ま
に
お
ひ

つ
ら
ね
た
り
」
に
類
す
る
題
が
、
言
葉
で
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
点

か
ら
、
こ
の
屏
風
も
、
歌
人
に
は
言
葉
の
題
が
与
え
ら
れ
た
と
推
定
で
き
る
の

で
あ
る
。

長
保
三
年
斉
信
屏
風
と
康
保
二
年
為
平
輔
子
昇
風
を
合
わ
せ
考
え
て
み
る
と
、

歌
人
に
与
え
ら
れ
る
題
は
様
々
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
短
に
関
し
て
は
、
た

と
え
ば
長
保
三
年
斉
信
屏
風
の
、
第
六
場
面
の
馬
に
乗

っ
た
旅
人
が
朽
ち
破
れ

た
橋
の
前
で
渡
り
わ
ず
ら
う
と
い
う
よ
う
な
長
い
も
の
か
ら
、
第
三
場
面
の
霞

が
山
桜
を
隠
す
と
い
う
比
較
的
短
い
も
の
ま
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
内
容
に
関
し

て
も
、
長
保
三
年
斉
信
屏
風
の
、
第
十
場
面
、
海
辺
の
松
に
蔦
の
紅
葉
が
か
か

っ
て
い
る
と
い
う
描
写
に
終
始
し
て
い
る
も
の
、
第
十

一
場
面
、
山
里
に
紅
葉

が
散

っ
て
い
る
が
人
は
い
な
い
と
い
う
依
頼
主
の
解
釈
が
加
わ

っ
て
い
る
も
の
、

康
保
二
年
為
平
輔
子
屏
風
の
、
五
月
、

「
五
月
五
日
」
と
い
う
行
事
名
だ
け
の

も
の
、
七
月
、
暁
に
花
を
見
る
と
い
う
時
刻
が
設
定
さ
れ
た
も
の
、
十
二
月
、

雪
中
東
国
に
向
う
人
と
い
う
方
向
を
設
定
さ
れ
た
も
の
、
と
様
々
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
長
短
も
内
容
も
様
様
な
題
に
よ
っ
て
、
歌
人
は
歌
を
詠
ん
で

い
る
の
だ
が
、
題
が
歌
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
か
な
り
大
き

い
と
言
え
よ
う
。
言
葉
で
題
が
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
歌
人
は
依
頼
主
の
代

弁
者
と
い
う
性
格
が
強
い
の
で
あ
る
。

三

次
に
、　
一
部
の
歌
人
は
屏
風
絵
を
直
接
見
て
お
り
、
自
ら
題
を
設
定
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
を
、
和
歌
資
料
か
ら
挙
げ
る
。
長
保
元
年

（九
九

九
）
彰
子
入
内
屏
風
で
あ
る
。
清
水
氏
は
、
記
録
類
か
ら
こ
の
屏
風
を
考
証
し

た
結
果
、
歌
人
は
言
葉
の
題
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
、
結
論
づ
け
て
お

ら
れ
る
が
、
歌
人
の
中
の
一
部
は
、
屏
風
絵
を
見
た
と
思
わ
れ
る
。
猶
、
彰
子

注

６

入
内
屏
風
に
つ
い
て
は
、
津
本
信
博
氏
に
も
御
論
考
が
あ
る
。

こ
の
屏
風
の
制
作
過
程
を
把
握
す
る
た
め
、
清
水
氏
が
詳
し
く
考
証
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
日
記
資
料
に
よ
り
進
行
状
況
を
、
簡
略
に
記
す
。
（『
御

堂
関
白
記
』
、
『小
右
記
』
は

『
大
日
本
古
記
録
』
、
『
権
記
』
は

『
史
料
纂
集
』

使
用
）

十
月
二
十

一
日
、
道
長
が
屏
風
歌
を
人
人
に
依
頼
す
る
。

四
尺
屏
風
和
歌
令
人
々
読

（『御
堂
記
し

十
月
二
十
三
日
　
実
資
邸
に
依
頼
の
使
者
が
来
る
。

源
相
公
為
左
府
使
来
、
授
屏
風
和
歌
題

（『小
右
記
し

十
月
二
十
五
日
　
彰
子
、
西
京
へ
方
違
す
る
。

以
戊
時
西
京
大
蔵
泰
連
理
宅
渡

（『
御
堂
記
し

十
月
二
十
七
日
　
人
人
屏
風
歌
を
道
長
邸
に
持
参
、
撰
定
有
る
。

屏
風
歌
人
ｔ
持
来
、
自
内
有
御
使
、
蔵
則
隆
、
右
衛
門
督

・
藤
宰
相

・

左
兵
衛
督

。
宰
相
中
将
進
盃

（『御
堂
記
し

昨
於
左
府
撰
定
和
歌
、
是
入
内
女
御
料
屏
風
歌
、
華
山
法
皇

・
右
衛
門

督
公
任

・
左
兵
衛
督
高
遠

・
宰
相
将
斉
信

。
源
宰
相
俊
賢
皆
有
和
歌

∩
小
右
記
』
二
十
八
日
の
記
事
）



十
月
三
十
日
　
行
成
が
和
歌
を
色
紙
形
に
清
書
す
る
。

書
倭
絵
四
尺
屏
風
色
紙
形

（以
下
割
注
）
故
常
則
絵
、
歌
者
当
時
左
丞

相
以
下
読
之

（『
権
記
し

十

一
月

一
日
　
彰
子
入
内
す
る
。

以
酉
時
以
入
内

（『御
堂
記
し

制
作
の
進
行
状
況
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、　
一
つ
不
審
な
点
が
あ
る
。
記
録

に
よ
っ
て
、
屏
風
歌
を
詠
ん
だ
人
の
名
が
、
少
し
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
官
職

名
を
人
名
に
直
し
、
整
理
す
る
と
、
左
表
の
よ
う
に
な
る
。

※
「自
内
有
御
使
、
蔵
則
隆
」
と
あ
る
。
蔵
人
則
隆
は
花
山
院
の
使
者
で
あ
ろ
う
。

藤
宰
相
懐
平

・
源
宰
相
俊
賢

・
左
兵
衛
督
高
遠

。
右
大
将
道
綱
の
間
に
メ
ン

パ
ー
の
入
れ
替
り
が
あ
る
。
道
長
か
実
資
の
記
憶
違
い
か
、
誤
写
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
懐
平
と
高
遠
は
撰
に
漏
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
後
述
す
る

が
、
高
遠
歌
が
採
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
点
が
あ
る
の
で
、
高
遠
が
漏
れ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
記
憶
違
い
か
誤
写
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
日
下
、
未
考

で
あ
る
。

こ
の
屏
風
の
形
態
を
考
え
て
み
る
。

『
権
記
』
三
十
日
の
記
事
か
ら
、　
一
世

代
前
の
名
人
常
則
が
描
い
た
四
尺
屏
風
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
道
長
の
手
元

に
何
帖
あ

っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
春
の
歌
は
多
く
残

っ
て
い
る
の
で
、
春

の
帖
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
詞
花
集
に
合
新
編
国
歌
大
観
』
使

用
）

上
東
門
院
御
屏
風
に
十
二
月
つ
こ
も
り
の
か
た
か
き
た
る
と
こ
ろ
に

よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
納
言
公
任

ひ
と
と
せ
を
く
れ
ぬ
と
な
に
か
を
し
む
べ
き
つ
き
せ
ぬ
ち
よ
の
春
を
ま
つ

に
は

（詞
花
集
賀
１６８
）

と
い
う
、
十
二
月
の
歌
が
あ
る
。
現
存
す
る
冬
の
歌
は
、
こ
の
一
首
の
み
で
あ

る
が
、
冬
の
帖
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
の
倭
絵
屏
風
は
、
四
季
で

構
成
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
常
則
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
屏
風
も
、
四

季
の
帖
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
制
作
さ
れ
た
当
初
の
姿
の
ま
ま
、
道
長
の
手
元
に

あ

っ
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
春
と
冬
の
帖
は
あ

っ
た
ｏ
だ
が
、
現

存
す
る
歌
は
圧
倒
的
に
春
が
多
い
の
で
、
以
後
春
の
帖
に
つ
い
て
の
み
考
え
る
。

春
の
帖
の
全
体
図
は
、
和
歌
資
料
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
推
定
で
き
る
。
高

は
導
】
一
蹴
一
″
摯
囃
轟
に
動
鵜
」
端
〔
号
鰈
れ
」
≒
』
は
度
計
融
籐
『
歌
を
対

公
任
集
と
高
遠
集
で
、
髄
分
異
な

っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
公
任
集
に
従

っ
て

全
体
の
構
成
を
見
て
い
く
。

第

一
場
面
は
、
人
の
家
近
く
に
松
梅
が
あ
り
、
簾
の
前
に
笛
吹
く
人
が
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
「さ
い
将
中
将
い
れ
り
た
ヽ
の
ふ
」
と
い
う
詞
書
か
ら
、宰
将

中
将
斉
信
の
歌
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
場
面
は
、
海
辺
の
家
の
間
に
人
が
訪
れ
、
主
が
応
対
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
二
首
目
の
公
任
集
翻
は
高
遠
集
２９
と
同
じ
で
あ
る
が
、

ど
ち
ら
の
作
だ
ろ
う
か
。
公
任
は
他
の
場
面
で
は
、　
一
場
面
に
一
首
し
か
詠
ん

で
い
な
い
の
で
、
こ
の
場
面
に
限
り
二
首
詠
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
更
に
、

前
後
の
第

一
場
面
第
三
場
面
の
形
式
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
高
遠
作
で

あ
り
、
し
か
も
高
速
の
歌
が
採
用
さ
れ
た
か
ら
、
公
任
集
に
入
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
第

一
場
面

。
第
三
場
面
は
、
ま
ず

公
任
の
自
作
の
歌
を
載
せ
次
に
屏
風
に
採
用
さ
れ
た
他
人
の
歌
を
載
せ
る
と
い

花
山
院

ｏ
公
任

・
斉
信

。
懐
平

・
高
遠

花
山
院

。
公
任

。
斉
信

・
俊
賢

・
高
速

花
山
院

。
公
任

・
斉
信

・
俊
賢
。道
綱
。道
長



∧
第
一
場
面
∨

中
宮
の
う
ち
に
参
り
給
御
屏
風
歌
人
の
家
ち
か
く
ま
つ
む
め
の
は
な
な

と
あ
り
す
た
れ
の
ま
へ
に
笛
ふ
く
人
あ
り

霜
　
梅
の
は
な
匂
ふ
あ
た
り
の
笛
の
音
は
ふ
く
風
よ
り
も
う
ら
め
し
き
哉

さ
い
将
中
将
い
れ
り
た
ヽ
の
ふ

３００
　
笛
竹
の
よ
ふ
か
き
声
そ
聞
ゆ
な
る
き
し
の
松
か
せ
吹
や
そ
ふ
ら
ん

Ａ
第
二
場
面
∨

中
宮
の
う
ち
に
参
り
給
御
屏
風
の
わ
か
う
み
つ
ら
な
る
人
の
家
の
か
と

に
ひ
と
き
た
り
ひ
と
出
て
あ
ひ
た
り

３０‐
　
む
か
し
み
し
人
も
や
あ
る
と
尋
て
は
世
に
あ
る
こ
と
を
い
は
ん
と
そ
思

３０２
　
わ
か
門
に
た
ち
よ
る
人
は
う
ら
ち
か
み
波
こ
そ
み
ち
の
し
る
へ
成
け
れ

Ａ
第
三
場
面
∨

お
き
な
の
つ
る
か
ひ
た
る
所

３０３
　
ひ
な
つ
る
を
す
た
て
し
ほ
と
に
お
ひ
に
け
り
く
も
ゐ
の
ほ
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

華
山
院
の
御
い
れ
り

３０４
　
ひ
な
鶴
を
や
し
な
ひ
立
て
松
原
の
陰
に
す
ま
せ
ん
こ
と
を
し
そ
思

高
　
　

渥ヽ
　
　
集
　
（書
　
陵

他
本
　
右
大
臣
み
ち
な
か
の
卿
の
み
む
す
め
、
う
ち
に
ま
い
り
給
と
て
、
屏

風
て
う
せ
ら
る
ゝ
に

せ
し
に
ｏ
歌
と
も
さ
る
へ
き
人
え
ら
ひ
て
、
よ
ま
せ
た
ま
ふ
、
う
ち
に
た
て
ま

つ
“
れ
歌
、
は
る
の
は
じ
め
に
、
ま
つ
の
木
の
か
た
は
ら
に
梅
花
業
は
線
が
に

お
り
て
く
る
む
め
の
は
つ
え
の
は
な
ゝ
ら
て
ま
つ
の
あ
た
り
に
は
る
を
見
ま
し
や

柳
あ
る
所

ら
ふ

う
ち
な
ひ
き
は
る
た
ち
に
け
り
あ
を
や
き
の
か
け
ふ
む
み
ち
に
ひ
と
の
や
す
ら
ん

笛
ふ
く
所

ふ
え
の
ね
は
す
み
ぬ
な
れ
と
も
ふ
く
か
せ
に
な
へ
て
も
か
す
む
は
る
の
空
か
な

あ
み
ひ
く
所

み
な
そ
こ
に
し
つ
め
る
あ
み
も
あ
る
も
の
を
か
け
も
と
ヽ
め
す
か
へ
る
か
り
か
ね

う
み
つ
ら
な
る
家
に
、
人
の
き
た
る

２９
　
わ
か
ヽ
と
に
た
ち
よ
る
人
は
浦
き
よ
み
な
み
こ
そ
み
ち
の
し
る
へ
な
り
け
れ

な
き
さ
の
つ
ら
に
、
や
つ
く
り
て
、
お
き
な
女
す
む
所

３０
　
も
ろ
と
も
に
と
し
を
ふ
る
身
の
う
ら
な
れ
て
な
き
さ
の
や
と
に
お
い
に
け
る
か
な

は
ま
つ
ら
に
た
て
る
ま
つ
の
し
た
に
、
お
ち
つ
も
れ
る
ま
つ
は
、
か
き
と
る

かき「お詢はまのまつはψ（拳ｒをへてこたかくはらふかせはこそまて
18



∧
第
四
場
面
∨

山
つ
ら
に
け
ふ
り
た
つ
家
あ
り
の
に
き
し
と
も
あ
り
み
ち
ゆ
く
人
た
ち
と

ま
り
て
見
た
り

３０５
　
け
ふ
り
た
ち
き
ヽ
す
し
は
な
く
山
里
の
尋
ぬ
る
い
も
か
家
ゐ
な
り
せ
は

∧
第
五
場
面
Ｖ

人
の
家
に
松
に
か
ヽ
れ
る
ふ
ち
を
み
る

Ⅲ
　
む
ら
さ
き
の
雲
と
そ
み
ゆ
る
藤
の
花
い
つ
れ
の
や
と
の
し
る
し
成
ら
ん

Ａ
第
六
場
面
∨

人
の
家
に
花
の
木
と
も
あ
り
女
す
ゝ
り
に
向
ひ
て
ゐ
た
り

３０６
　
待
人
に
つ
け
や
ヽ
ら
ま
し
わ
か
や
と
の
花
は
今
こ
そ
盛
な
り
け
れ

〔飾辱］碁榊嚇悧潮颯率ぬこのごろははなもしづかにには騨剌槻『囃
33    3237   36

し
ま
の
ほ
と
り
に
、
ふ
ね
さ
し
い
つ

い
く
ヽ
も
ゐ
す
き
て
ゆ
く
ら
ん
ふ
く
か
せ
に
を
ち
の
し
ま
ね
を
つ
た
ふ
う
き
舟

山
の
さ
く
ら
を
見
る
人
あ
り

い
か
て
と
く
わ
か
お
も
ふ
人
に
つ
け
や
ら
ん
け
ふ
と
や
ま
へ
の
は
な
の
さ
か
り
を

の
に
き
し
あ
る
を
、
見
て
い
く
人
あ
り

み
か
り
に
も
わ
れ
は
ゆ
か
ね
は
は
る
か
す
み
た
つ
の
ヽ
と
り
を
よ
そ
に
こ
そ
み
れ

あ
し
の
な
か
に
、
つ
な
て
ひ
く
人
あ
り

ぁしれけ議力ヽぅ」なな山^ゅな一”嗽嗽微鳳ないノヽ
し０ひをくらすふな人

た
と
へ
て
も
な
に
か
は
人
に
か
た
る
へ
き
お
り
て
や
ゆ
か
む
み
や
ま
へ
の
花

水
の
ほ
と
り
の
や
ま
ふ
き

や
ま
ふ
き
の
か
け
を
み
き
は
に
た
ヽ
み
つ
ゝ
な
み
の
そ
こ
に
や
い
く
へ
な
る
ら
む

き
し
に
か
ヽ
れ
る
ふ
ち
の
は
な

か
せ
ふ
け
は
き
し
に
な
み
よ
る
ふ
ち
の
は
な
ふ
か
く
も
見
ゆ
る
は
る
の
か
け
か
な

は
る
、
た
ひ
ゆ
く
人

は
る
の
野
に
た
ひ
の
こ
ゝ
ろ
は
な
く
さ
め
つ
ま
つ
ら
ん
い
も
か
や
と
お
し
そ
お
も

ふ

人
の
家
の
、
あ
る
し
は
か
り
あ
る
に
、
花
の
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
き
た
る
を

見
て

い
た
つ
ら
に
さ
き
つ
る
は
な
か
み
や
こ
人
か
よ
ふ
と
も
な
き
宿
の
あ
た
り
に

山
川
に
て
、
月
み
る
人
あ
り

見
る
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
も
ゆ
き
ぬ
や
ま
か
は
の
か
け
を
や
と
せ
る
は
る
の
よ
の
月



ヶ
形
式
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第

一
場
面
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
。

第
三
場
面
も
、
二
首
の
う
ち
一
首
日
は
公
任
の
歌
、
二
首
日
は

「華
山
院
の
御

い
れ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
採
用
さ
れ
た
花
山
院
の
歌
で
あ
る
。
第
二
場
面
に
二

首
あ
る
の
も
、
そ
う
い
う
形
式
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

「左
兵
衛
督
い

れ
り
、
高
遠
」
の
如
き
詞
書
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
「
権
記
』
三
十
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
高
遠
は
色
紙
形
に
清
書

さ
れ
た
メ
ン
パ
ー
に
入

っ
て
い
な
い
の
で
、
疑
間
が
残
る
。

第
三
場
面
は
、
老
人
が
鶴
を
飼

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
花
山
院
の
歌
が
採
用

さ
れ
た
。

第
四
場
面
は
、
山
辺
の
煙
立
つ
家
と
野
の
雉
を
見
る
人
。

第
五
場
面
は
、
松
に
か
か
る
藤
。
こ
の
公
任
集
師
は
、
拾
遺
集
に
入
集
し
、

栄
花
物
語
に
も
引
か
れ
て
い
る
有
名
な
歌
な
の
で
、
採
用
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

第
六
場
面
は
、
花
咲
く
家
で
女
が
硯
に
向
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

公
任
集
か
ら
窺
え
る
春
の
帖
の
体
裁
は
、
歌
を
詠
む
べ
き
場
面
が
六
ケ
所
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
色
紙
形
の
数
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、　
一
方
高
遠
集
に
残

っ
て
い
る
屏
風
歌
は
十
七
場
面
十
七
首
あ
も
る
。

公
任
集
に
よ
る
予
測
と
大
幅
に
異
な
る
の
は
な
ぜ
か
を
、
両
歌
集
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
た
い
。

公
任
集
の
第

一
場
面
に
相
当
す
る
高
速
の
歌
は
、
三
首
あ
る
。
公
任
は

一
首

の
中
に
梅
と
笛
を
詠
み
こ
み
、
斉
信
は

一
首
の
中
に
松
と
笛
を
詠
み
込
ん
で
い

る
の
に
、
高
遠
は
松
梅

・
柳

。
笛
と
三
首
に
細
分
化
し
て
い
る
。
な
ぜ
高
遠
は
、

こ
の
よ
う
な
詠
み
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
文
章
で
与
え
ら
れ
た
題
を
、
細
か
く

区
切

っ
て
歌
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
公

任
集
の
第
三
場
面
は
、
公
任
も
華
山
院
も
、
翁
が
鶴
を
飼
う
と
こ
ろ
と
し
て
詠

ん
で
い
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
高
遠
歌
３０
は
、
翁
と
姫

（詞
書
に
は

「女
」
と

あ
る
が
、
歌
に

「も
ろ
と
も
に
と
し
を
ふ
る
身
」
と
あ
る
か
ら
、姫
で
あ
ろ
う
）

が
、
家
を
作

っ
て
住
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
公
任
集
第
五
場
面
は
、
高
遠
歌

３８
に
相
当
す
る
が
、
公
任
が
人
の
家
の
松
に
か
か
っ
て
い
る
藤
と
し
て
詠
ん
で

い
る
の
に
対
し
、
高
速
は
岸
辺
に
か
か
っ
て
い
る
藤
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
こ

の
よ
う
な
解
釈
や
着
眼
点
の
相
違
が
あ
る
。

更
に
公
任
集
と
異
な
る
点
を
挙
げ
る
と
、
高
遠
の
歌
は
、
視
点
が
細
か
い
の

で
あ
る
。
高
遠
歌
３．
は
、
普
通
は
屏
風
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
、
松
葉
を

掻
き
取
る
人
と
い
う
景
物
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
高
遠
歌
３３
で
外
山
の
桜
を

詠
ん
だ
三
首
後
、
高
遠
歌
３６
で
深
山
の
桜
を
詠
む
と
い
う
、
細
か
い
題
の
設
定

を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
高
遠
歌
が
、
公
任
集
と
は
解
釈
や
着
眼
点
が
違

っ

て
い
た
り
、
題
が
細
か
く
か
つ
多
岐
に
渡

っ
て
い
た
り
す
る
の
は
、
高
遠
が
丹

念
に
絵
を
見
て
、
自
ら
解
釈
を
下
し
な
が
ら
題
を
設
定
し
た
結
果
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

高
遠
が
見
た
の
は
、
略
絵
で
は
な
く
、
本
物
の
屏
風
の
絵
で
あ

っ
た
ろ
う
。

故
常
則
の
描
い
た
屏
風
だ
か
ら
、
既
に
完
成
し
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
略
絵
に
写

す
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
高
遠
の
観
察
眼
が
隅
隅
に
ま
で
行
き
渡

っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
彰
子
入
内
屏
風
歌
の
制
作
進
行
状
況
を
振
つ

返

っ
て
み
る
と
、
二
十

一
日
に
屏
風
歌
が
依
頼
さ
れ
、
二
十
七
日
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
清
水
氏
は
、
二
十
五
日
に
彰
子
が
西
京
へ
方
違
し
た
時
、
屏
風
も
西

京
に
移
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
屏
風
が
道
長
邸
に
あ

っ
た
に
し
ろ
西
京
に
あ

っ
た
に
し
ろ
、
高
遠
に
は
、
充
分
見
に
行
く
時
間
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

屏
風
歌
を
依
頼
さ
れ
た
人
の
中
、
花
山
院

。
公
任

。
斉
信
の
三
人
は
、
同
じ

解
釈
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
言
葉
の
題
を
も
ら
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



道
長
に
つ
い
て
は
、
詠
歌
が
伝
わ

っ
て
い
な
い
が
、
自
分
の
所
持
品
で
あ
る
か

ら
、
直
接
絵
を
見
た
こ
と
だ
ろ
う
。
他
の
歌
人
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。

言
葉
で
題
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
彰
子
入
内
屏
風

で
あ
る
が
、　
一
部
の
歌
人
は
絵
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
絵
を
見
る
歌
人

と
見
な
い
歌
人
が
い
る
の
か
、
和
歌
を
撰
定
す
る
際
に
は
、
そ
の
こ
と
が
ど
う

考
慮
さ
れ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
考
察
を
加
え
た
い
。

四

歌
人
が
直
接
絵
を
見
た
場
合
を
、
も
う

一
例
あ
げ
る
。
順
集
に

「右
兵
衛
督

た
ヽ
き
み
の
て
う
す
る
屏
風
歌
」
と
し
て
十
二
首

（順
集
Ｉ
”
１
８９
）
能ヽ
宣
集

に

「屏
風
の
う
た
よ
み
は
へ
る
に
」
と
し
て
二
十
六
首

（能
宣
集
Ⅲ
ｎ
１
２‐９
）

あ
る
が
、
両
者
は
同

一
の
屏
風
で
あ
る
。
能
宣
集
Ⅲ

（西
本
願
寺
本
）
の
詞
書

か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
屏
風
歌
は
能
宣
集
Ｉ

（御
所
本
）
に
も
あ
り
、

「右
兵
衛
督
た
ヽ
き
み
の
朝
臣
の
月
令
の
屏
風
の
れ
う
」
（能
宣
集
Ｉ
観
）
と
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
能
宣
集
Ｉ
は
花
山
院
献
上
本
で
寛
和
二
年
（九
八
六
）

以
前
成
立
、
能
宣
集
皿
は
円
融
院
献
上
本
で
永
観
二
年

（九
八
四
）
以
前
成
立

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
古
い
能
宣
集
Ⅲ
の
本
文
を
使
用
す
る
。

「右
兵
衛
督
た
ヽ
き
み
」
は
、
師
輔
の
息
子
で
あ
る
。
「尊
卑
分
脈
』
に
、
「為

貞
信
公
子
、
正
四
下
右
兵
衛
督
、
母
同
兼
家
公
、
安
和
元
ゝ
卒
」
と
あ
る
。
屏

風
の
制
作
年
代
は
不
明
だ
が
、
忠
君
没
年
の
安
和
元
年

（九
六
八
）
以
前
で
あ

スυ。こ
の
屏
風
が
、
歌
人
が
絵
を
見
た
場
合
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
点
は
、
ま
ず

五
月
の
歌
の
対
象
の
違
い
に
表
わ
れ
て
い
る
。
能
宣
は
、

五
月
、
さ
う
ふ
ヽ
き
た
る
い
へ
の
は
し
に
、
人
な
か
め
て
ゐ
た
る
と

こ
ろ

き
の
ふ
ま
で
よ
そ
に
お
も
ひ
し
あ
や
め
草
け
ふ
わ
か
や
と
の
つ
ま
と
み
る

哉

（能
宣
集
Ⅲ
２０‐
）

お
と
こ
お
ん
な
は
し
に
ゐ
て
、
ほ
と
ヽ
き
す
ま
つ
と
こ
ろ

さ
み
た
れ
の
こ
ゑ
を
は
い
ま
や
ほ
と
ヽ
き
す
ま
つ
に
こ
す
ゑ
を
み
ぬ
と
き

そ
な
き

（能
宣
集
Ⅲ
観
）

と
詠
ん
で
い
る
が
、
順
は
、

五
月
五
日
、
に
は
に
馬
を
ひ
か
せ
て
み
る

わ
か
こ
ま
の
と
さ
も
み
る
へ
く
あ
や
め
く
さ
ひ
か
ぬ
さ
き
に
そ
け
ふ
は
ひ

か
ま
し

（順
集
Ｉ
２
）

と
詠
ん
で
い
る
。
両
者
と
も
、
家
の
端
に
人
人
が
居
て
何
か
を
見
て
い
る
光
景

を
詠
ん
で
い
る
が
、
能
宣
は
菖
蒲
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
時
鳥
を
待

っ
て
い

る
と
こ
ろ
と
し
て
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
順
は
庭
に
ひ
か
せ
た
馬
を
見
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
歌
人
が
自
分
の
日
で
絵
を
見
た
か

ら
生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
十
月
で
は
、
能
宣
集

（能
宣
集
で
は
九
月
に
な

っ
て
い
る
。
な
ぜ
能
宣

集
と
順
集
で
月
が
ず
れ
る
の
か
は
未
考
。
）
と
順
集
は
そ
れ
ぞ
れ

山
さ
と
の
い
へ
に
、
た
か
す
へ
た
る
人
ま
う
て
き
て
、
か
と
に
た
ち

て
は
へ
る
に
、
女
と
も
あ
ま
た
は
へ
り
、
き
く
の
は
な
う
つ
ろ
へ
り

か
り
に
こ
む
人
に
お
ら
る
な
き
く
の
は
な
う
つ
ろ
ひ
は
て
ん
す
ゑ
ま
て
も

み
む

（能
宣
集
Ⅲ
別
）

十
月
、
山
さ
と
に
お
と
こ
き
た
る

山
さ
と
に
こ
ヽ
ろ
あ
は
す
る
人
や
あ
る
と
わ
れ
は
し
た
か
に
か
は
り
て
そ

と
ふ

（順
集
Ｉ
舒
）

と
あ
り
、
能
宣
だ
け
が
、
う
つ
ろ
う
菊
と
い
う
景
物
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
十

二
月
で
も
、



お
な
し
い
へ
の
仏
名
の
あ
し
た
に
、
道
師
の
か
へ
り
は
つ
る
む
め
の

き
の
も
と
に
す
ゑ
て
、
も
の
な
と
か
つ
け
は
へ
る
と
こ
ろ

ゆ
き
ふ
か
き
山
ち
へ
な
に
か
ゝ
へ
る
ら
ん
は
る
ま
つ
は
な
の
か
け
に
と
ま

ら
て

（能
宣
Ⅲ
２‐９
）

十
二
月
、
仏
名
講
師
に
か
つ
け
物

わ
た
つ
み
の
そ
こ
の
な
こ
り
も
け
さ
は
あ
ら
し
か
つ
か
は
い
か
に
あ
ま
な

ら
す
と
も

（
順
集
Ｉ
８９
）

と
、
能
宣
だ
け
が
、
梅
の
木
と
い
う
景
物
を
取
り
込
ん
で
い
る
。

又
能
宣
は
、
題
の
設
定
が
順
に
較
べ
大
変
細
か
い
。
順
は
、
十
二
ケ
月
に
つ

い
て
月
毎
に
一
首
計
十
二
首
し
か
詠
ん
で
い
な
い
の
に
、
能
宣
は
十
九
場
面
二

十
六
首
で
あ
る
。
題
の
設
定
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
少
く
と
も
ど
ち
ら
か
が
絵

を
見
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
順
は
言
葉
の
題
で
詠
ん
だ
か
絵
で
詠
ん
だ
か
は
判

断
で
き
な
い
が
、
能
宣
は
着
眼
点
が
細
か
く
、
様
様
な
景
物
を
詠
ん
で
い
る
の

で
、
絵
を
見
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
歌
人
が
絵
を
直
接
見
た
場
合
を
二
例
挙
げ
た
。
依
頼
さ
れ
た
歌
人
全

て
で
は
な
く
、　
一
部
の
歌
人
が
見
た
場
合
で
は
あ
る
が
、
歌
人
が
絵
を
見
る
こ

と
は
決
し
て
例
外
的
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

歌
人
が
絵
を
見
て
自
ら
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
歌
人
の
詠
み
方
に
ど
う
反

映
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
に
、
歌
人
の
観
察
は
絵
の
隅
隅
ま
で
行
き
渡
り
、

き
め
細
か
な
題
の
設
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

結

屏
風
歌
を
詠
む
際
に
は
、
歌
人
は
言
葉
の
題
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
の

が
普
通
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
二
例
挙
げ
た
よ
う
に
、
絵
を
直
接

見
て
詠
む
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

題は「経姉̈
励は量鯰牌郷洵力ヽとわ嘲螺議】盈訂なれ望炉輝げ館諄ゆ　”

様
様
だ
が
、
解
釈
や
時
刻

・
方
角
な
ど
ま
で
言
葉
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の

で
、
歌
人
は
、
依
頼
主
の
た
め
に
代
作
す
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
性
格
が
強

い
の
で
あ
る
。　
一
方
、
歌
人
が
絵
を
見
る
場
合
は
、
歌
人
は
よ
り
細
か
く
題
を

設
定
し
、
普
通
は
題
に
し
な
い
と
こ
ろ
ま
で
、
着
目
す
る
傾
向
が
あ
る
。
屏
風

絵
を
見
て
歌
を
詠
む
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
歌
人
は
、
観
察
力
を
養

っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
あ
る
。

ど
ち
ら
も
結
局
は
題
詠
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
詠

ま
れ
た
歌
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
屏
風
歌
を
作
る
時
の

二
つ
の
方
法
が
、
平
安
朝
の
和
歌
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
に

詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「屏
風
歌
制
作
に
つ
い
て
の
考
察
」

清
水
好
子
　
国
文
学

（関
西
大
学
）
　
昭

５．
年
１２
月

「屏
風
歌
の
生
成
と

『古
今
集
ヒ
　
吉
川
栄
治
　
中
古
文
学
　
昭
５５
年
１０
月

「大
江
嘉
言
考
―
詠
歌
活
動
と
そ
の
交
友
―
」

福
井
迪
子
　
語
文
研
究
（九
州

大
学
）

昭
４７
年
１２
月

「源
道
済
」

「勅
撰
歌
人
伝
の
研
究
』
所
収
　
杉
崎
重
遠
　
昭
１９
年

「源
道
済
試
考
」

五
島
和
代
　
文
芸
と
思
想

（福
岡
女
子
大
学
）
　
昭
４３
年
１１

月

（６
）

「
公
任
集
』
に
お
け
る
屏
風
歌
・
歌
合
ｌ
彰
子
入
内
御
料
屏
風
歌
及
び
石
山
寺

歌
合
に
つ
い
て
―
」

津
本
信
博
　
早
大
教
育
学
部
学
術
研
究

（国
語
国
文
学
編
）

昭
５４
年
１２
月

（７
）

『静
原
本
私
家
集
０
』

日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
１０
　
竹
鼻
績
解
説
　
昭
５４
年

―
―
本
学
大
学
院
　
後
期
課
程
―
―

↑T ↑つ T注


