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宗

牧

連

歌

の

伝

流

―
―
そ
の

「
四
道
」
を
中
心
と
し
て
―
―

斎

藤

光

近
衛
尚
通
の
日
記

「
尚
通
公
記
」
の
天
文
五
年
九
月
八
日
の
条
に

宗
牧
来
、
内
々
連
歌
宗
匠
事
、
近
日
宗
牧

二
被
仰
付
候
者
、
可
為
本
意
之
由
申
大
樹
処
、
許
容
之
間
、
祝
著
無
他

と
あ
り
、
こ
の
日
の
後
間
も
無
く
宗
牧
は
連
歌
師
最
高
の
栄
誉
で
あ
る
連
歌
宗
匠
に
任
ぜ
ら
れ
、
天
文
十
四
年
九
月
二
十
二
日
佐
野
の
地
で
客

死
す
る
ま
で
、
連
歌
壇
の
最
高
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
。

宗
牧
の
連
歌
宗
匠
の
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
動
機
は
天
文
二
年
四
月
二
十
四
日
の
宗
碩
の
死
去
で
あ
り
、
更
に
は
湖

っ
て
天
文

元
年
三
月
六
日
の
宗
長
、
大
永
七
年
四
月
四
日
の
肖
柏
の
死
去
で
あ
る
。
宗
祇
と
と
も
に
有
心
連
歌
の
世
界
を
支
え
て
き
た
巨
星
が
次
々
と
世

を
去
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
宗
碩
と
同
郷
の
士
で
実
質
的
に
は
宗
碩
門
で
は
宗
牧
よ
り
兄
弟
子
に
あ
た
る
周
桂
も
居
た
が
、
宗
牧
、
宗
養
父
子
の
近

衛
尚
通

・
植
家
父
子
へ
の
密
着
も
有
力
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
阪
天
満
官
蔵
、
大
足
軒
長
松

の
覚
書

「
百
事

録
」
に
よ
る
と
、
天
文
三
年
四
月
二
十
四
日
の
宗
碩

一
周
忌
の
千
句
で
は
、
近
衛
植
家

・
寿
慶
と
共
に

橘
の
花
ち
る
庭
の
ゆ
ふ
へ
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
牧

の
巻
頭
句
を
詠
ん
で
お
り
、
ま
た
同
年
七
月
二
十
五
日
～
二
十
七
日
の
、
宗
祇
三
十
三
回
忌
追
悼
千
句
で
実
隆

・
周
桂

・
寿
慶
等
と
並
ん
で
宗

牧
は
第
八

「
何
田
」
の
発
句

霧
晴
て
水
よ
り
寒
き
雲
井
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む本
牧

宗
牧
連
歌
の
伝
流
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八
六

の
発
句
を
詠
ん
で
い
る
。
千
句
全
体
で
出
句
数
平
均
実
隆
６
．に
次
い
で
宗
牧
５
．、
周
桂
５
。で
ぁ
る
。
宗
牧
が
連
歌
宗
匠
の
座
に
就
い
た
の
も
自

然
の
な
り
ゆ
き
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
宗
牧
を
、
長
い
連
歌
史
の
流
れ
の
上
か
ら
み
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
が
最
も
適
切
な
の
で
あ
る
か
、
そ
の
こ
と
を
考
究

す
る
の
が
こ
の
小
論
の
前
半
の
課
題
で
あ
る
。

寛
永
十
九
年
三
月
成
立
の
三
条
西
公
条
の
連
歌
学
書

「
歌
道
聞
書
」
で
は
、
上
古
を
宗
祇
、
中
古
を
宗
牧

・
宗
養
、
当
世
を
紹
巴
と
す
る
当

時
の
連
歌
史
観
を
し
り
ぞ
け
、
上
古
を
救
済
等
の
三
賢
時
代
、
中
古
を
宗
御

・
心
敬
ら
七
賢
時
代
、
当
世
を
宗
祇

。
宗
牧

・
宗
養
時
代
と
し
て

い
る
。
ま
た
著
者
未
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
記
事
内
容
か
ら
貞
徳
俳
諧
の
頃
か
ら
蕉
風
成
立
の
頃
ま
で
を
そ
の
内
容
と
す
る
系

譜

の
書

「
明
翰

抄
」
は
、
そ
の
第
四
十
条
で
、
「
竹
林
抄
」
の
連
歌
七
賢
に
対
応
す
る

「
中
比
七
人
衆
」
と
し
て
実
隆

・
肖
柏

・
宗
祇

。
宗
長

・
宗
碩

・
兼

載

・
宗
牧
を
挙
げ
、
連
歌
史
に
お
け
る
宗
牧
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
考
え
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
大
阪
天
満
官
蔵

「
呼
雲
斎
宗
臨
独
吟
千
句

」
に
、
大
足
軒
長
松
の
長
文
の
跛
文
が
あ
る
が
、
そ
の
一
部
に

天
正
十
七
年
霜
月
十
二
日
と
し
る
せ
り
谷
氏
呼
雲
斎
宗
臨
と
見
え
た
り
抑
谷
宗
牧
か
流
を
く
み
た
る
人
か
連
歌
の
風
体

ハ
さ
も
見
え
侍
ね

と
谷
氏
と
あ
る
よ
り
思
ひ
よ
り
は
へ
る
宗
牧
宗
養
二
世
に
て
業
は
絶
た
り
と
覚
ゆ
れ
と
一√

（傍
点
筆
者
）

と
あ
る
。
大
足
軒
と
は
滋
岡
長
松
の
こ
と
で
、
文
化
文
政
の
交
、
大
阪
天
満
官
の
書
記
を
つ
と
め
、
阪
昌
成
等
と
親
交
の
あ
る
秀
れ
た
連
歌
学

者
で
あ
る
が
、
後
世
の
連
歌

・
俳
諧
に
か
か
わ
っ
た
識
者
は
、
現
在
の
連
歌
研
究
者
の
大
体
の
傾
向
が
、
宗
牧
↓
紹
巴
の
時
期
を
以
て
連
歌
史

の
完
成
、
あ
る
い
は
固
定
期
と
み
な
し
て
い
る
の
と
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
、
宗
牧
の
連
歌
論
を
中
世
の
思
潮
と
の
関
係
か
ら
論
じ
、
観
念
的

・
観
照
的
な
基
本
的
性
格
に
加
え
て
俳
諧
的

。
庶
民
的
性

格
を
も
指
摘
し
た
。
ま
た
最
近
宗
牧
の

「
月
並
千
二
百
韻
」
を
中
心
と
し
て
、
独
吟
千
句
及
び
発
句
重
視
に
よ
る
季
感
意
識
と
文
芸
化
の
傾
向

注
２

に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
ｃ

前
記
長
松
の
成
文
で
、
宗
牧

・
宗
養
二
世
で
連
歌
の
道
が
途
絶
え
た
と
い
う
の
も
大
胆
な
発
言
で
あ
る
が
、
そ
の
後
文
で
、
続
い
て
、
宗
臨



の
千
句
に
触
れ
、

宗
臨
老
の
独
吟
敷
叉

一
日
千
句
な
ど
の
早
吟
と
も
覚
ゆ
る
也

は
、
右
の
小
論
の
要
旨
と
全
く
符
合
す
る
内
容
と
思
わ
れ
る
。

山
田
孝
雄
氏
も
烏
丸
光
広
の

「
耳
底
記
」
の

も
の
の
こ
ま
や
か
に
な
り
た
る
は
、
宗
牧
か
ら
な
り
。

な
ど
に
触
れ
な
が
ら

宗
牧
時
代
か
ら
連
歌
の
風
に
多
少
の
変
徴
を
来
し
た
と
考

へ
ら
る
る

と
重
要
な
暗
示
的
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。
島
津
忠
夫
氏
な
ど
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
連
歌
学
書
の
俳
諧
の
伝
書

へ
の
傾
斜

の
問
題
も
、
宗
牧
―
宗
養
―
紹
巴
の
期
を
、
宗
祇
以
後
の
正
風

・
有
心
の
連
歌
の
視
点
か
ら
の
み
論
じ
て
い
た
の
で
は
、
近
世
初
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
の
連
歌
師
や
俳
諧
師
が
文
学
史
を
湖
行
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
立
場
を
理
解
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
下
論
点
を
そ

の
よ
う
な
方
向
に
進
め
て
み
た
い
。

山
田
孝
雄
氏
は
右
の
宗
牧
連
歌
の
変
徴
の
指
摘
に
続
い
て
、
そ
の
原
因
を
連
歌
師
の
世
襲
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち

宗
牧

・
宗
養
は
二
代
で
止
ん
だ
が
、
兼
載
の
後
の
猪
苗
代
家
、
了
派
の
後
の
石
井
家
、
昌
体
の
後
の
里
村
家
は
い
づ
れ
も
世
襲
の
連
歌
師

と
し
て
明
治
に
及
ん
だ
。

と
い
う
。
こ
の
宗
牧
と
宗
養
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
木
藤
才
蔵
氏
が

連
歌
界
に
名
門
意
識
が
生
じ
、
世
襲
を
尊
重
す
る
機
運
が
生
じ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
宗
牧
が
宗
養
を
自
己
の
後
継
者
と
し
て

養
成
し
た
の
も
、
昌
休
が
宗
養
を
も
り
た
て
よ
う
と
し
た
の
も
、
近
衛
植
家

・
三
条
西
公
条

。
大
覚
寺
義
俊

。
三
好
長
慶
等
の
好
士
が
宗
養

注
４

を
庇
護
し
た
の
も
、
名
門
意
識
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

更
に
最
近
に
至

っ
て
は
こ
の
宗
牧
父
子
の
在
り
方
を

宗
牧
連
歌
の
伝
流
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八
八

注
５

宗
祇
以
後
の
連
歌
の
世
界
が
、
次
第
に
作
者
個
人
か
ら
家
の
学
と
し
て
変
質
し
て
行
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

と
、
名
門
意
識
と
は
近
似
な
が
ら
も
や
や
異
な
る

「
家
の
学
」
と
い
う
現
象
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。

小
西
甚

一
氏
は
そ
の
著

「
『
道
』―
中
世
の
理
念
」
の
中
で
、

そ
も
そ
も

「
道
」
と
は
、
専
門
を
意
味
す
る
語
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば

「
木
の
み
ち
の
匠
」
（源
氏
物
語

「
需
木
し

と
か

「
琴

・
笛
の
み

ち
」
（同

「
東
屋
し

と
か
の
用
例
が
そ
れ
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
分
野
に
つ
い
て
特
別
な
修
練
が
経
た
者
だ
け
が
実
践
可
能
な
世
界
で

あ
り
、
そ
の
世
界
で
合
格
点
に
達
し
た
者
は

「
み
ち
の
人
」
（宇
津
保
物
語

「
吹
上
」
下
）
と
よ
ば
れ
た
。　
こ
の
よ
う
な
専
門
性
は
、　
そ
れ

自
身
を
保
持
す
る
た
め
、
長
い
時
代
に
わ
た
り
承
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
た
。
そ
の
継
承
を
可
能
に
す
る
実
践

の
単

位

は

注
６

「
家
」
で
あ
り
、
家
が
継
承
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
道
は
あ
り
え
な
い
。」

す
な
わ
ち

「
家
の
道
」
と
は
、
本
人
の
自
発
的
な
き
び
し
い
熱
意
と
研
究
と
修
練
と
が
要
請
さ
れ
た
。
小
西
氏
は

「
道
」
の
要
因
と
し
て
、
右

の
専
門
性

・
継
承
性
の
ほ
か
に
、
「軌
範
性
」
翌
日
遍
性
」
「権
威
性
」
を
挙
げ
る
。

道
の
家
に
生
ま
れ
た
者
は
、　
こ
の
き
び
し
い
条
件
を
身
に

そ
な
え
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
和
歌
や
芸
能
の
世
界
に
お
け
る

「
道
」
の
意
識
を
も
っ
と
人
間
の
生
き
方
の
根
源

に
求
め
た
も
の
は
心
敬
の

「
仏
道
」
で
あ

っ
た
と
思
う
。
し
か
し
こ
の

「
道
」
の
意
識
も
、
近
世
に
入
る
と
、
道
の
き
び
し
さ
は
い
く
ら
か
後

退
し
、
既
に
存
在
す
る
軌
範

へ
の
随
順
よ
り
も
個
人
の
意
思
や
感
情
を
直
接
に
表
出
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
、
全

般

的

に
は

「
人

情
」
と
い
う
理
念
が
焦
点
と
な
る
、
と
小
西
氏
は
指
摘
す
る
。
「
道
の
学
」
の
性
格
を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
「家
の
子
」
と
し
て
の
宗
養

の
三
十
八
年
の
歩
み
を
ど
う
評
価
し
た
ら
よ
い
か
、
が
次
に
問
題
に
な
る
。

宗
養
の
作
風
に
つ
い
て
は

宗
養
連
歌
、
い
か
に
も
こ
ま
か
に
あ
り
し
な
り
。
そ
れ
が
も
と
め
た
る
や
う
な
る
事
は

一
円
な
か
り
し
な
り
。
た
だ
い
つ
も
の
荻
の
上
風

な
ど
云
ふ
な
る
こ
と
な
り
し
な
り
。
そ
れ
が
ま
こ
と
に
よ
い
も
の
が
出
た
よ
、
こ
れ
で
な
う
て
は
と
思
ふ
や
う
に
あ
り
し
な
り
。翁

耳
底
記
し



に
は

「荻
の
上
風
」
の
引
例
に
な
ら
れ
る
よ
う
に
、　
一
見
平
凡
な
素
材
の
中
に
そ
の
本
質
的
よ
さ
を
詠
む
な
ど
若
さ
に
合
似
わ
な
い
円
熟
の
芽

を
感
じ
さ
せ
る
。

宗
養
ほ
ど
、
連
歌
を
く
り
返
し
案
じ
た
る
人
は
な
か
り
し
が
、
又
速
く
せ
ん
と
お
も
ふ
時
は
、
執
筆
の
ふ
で
も
ひ
か
ぬ
に
は
や
あ
そ
こ
に

あ
り
た
る
と
見
え
て
あ
り
し
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
耳
底
記
し

か
ら
は
、
筆
者
が
既
に
論
じ
た
当
時
の
独
吟
と
千
句
を
中
心
と
し
た
早
吟
の
傾
向
を
も
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

天
文
十
年
三
月
、
十
六
歳
の
折
、
宗
養
の
作
品
と
し
て
は
初
見
と
思
わ
れ
る
が
、
「
発
句
夢
想
宗
養
独
吟
」

な
る
追
悼
百
韻
を
詠
ん
で
い

る
。
太
宰
府
天
満
官
小
鳥
居
家
本
及
び
天
理
本
に
よ
る
と
発
句

ち
り
て
な
を
花
に
ま
さ
れ
る
庭
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御

で
、
脇
句
以
下
が
宗
養
の
独
吟
で
あ
る
が
、
大
阪
天
満
宮
本
で
は
滋
岡
長
松
は
そ
の
抜
文
で

此
百
韻
を
う
つ
し
侍
る
に
何
や
ら
ん
兼
載
の
翁
の
お
も
か
け
も
浮
ひ
侍
り
て
な
つ
か
し
き
も
の
な
る
へ
し

と
記
し
て
い
る
。
宗
養
の
当
時
の
連
歌
壇
に
お
け
る
作
風
に
つ
い
て
は
、
常
に
紹
巴
と
の
対
比
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

か
り
に
も
深
き
事
を
嫌
、
い
と
浅
く
の
み
導
け
れ
ば
、
天
下
に
連
歌
と
い
う
物
は
、
つ
た
は
り
け
る
な
り
。
連
歌
の
上
品
を
論
ず

る
時

は
、
宗
養
迄
に
て
、
其
後
断
絶
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
一条
西
公
条

『
歌
道
聞
書
し

長
松
の
説
は
、
公
条
の
言
を
祖
述
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
父
宗
牧
譲
り
の
作
風
の
み
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

追
悼

は
な
を
を
き
て
さ
め
し
も
あ
や
な
春
の
夢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一本
来

大
阪
天
満
宮
本
に
依
る
も
の
で
、
天
文
二
十
年
、
宗
養
二
十
六
歳
の
時
、
進
藤
山
城
守
貞
治
の
死
去
を
悼
ん
で
の
独
吟
で
あ
る
が
、
そ
の
長
松

の
跛
文
に

此

一
巻
は
さ
き
の
一
巻
と
は
少
し
後
の
も
の
敷
宗
狼
新
風
を
起
さ
れ
し
こ
ろ
の
も
の
と
覚
ゆ
る
也
此
人
は
其
こ
ろ
の
き
ど
く
也
今
に
を
し

宗
牧
連
歌
の
伝
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



九
〇

あ
ふ
く

へ
き
敷
と
覚
え
侍
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
松

と
記
し
て
い
る
。
「
さ
き
の
一
巻
」
は
い
う
ま
で
も
な
く

「
ち
り
て
な
を
」
の
百
韻
を
指
し
て
い
る
。　
十
年
の
年
月
を
経
て
お
り
、
作
風
に
変

化
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
彼
が
二
十
六
歳
の
こ
ろ
新
風
を
起
し
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

宗
養
は
、
連
歌
作
家
と
し
て
自
己
の
個
人
的
技
能
を
磨
い
て
い
っ
た
だ
け
で
な
く
、
天
文
十
四
年
、
二
十
歳
で
父
を
失
う
ま
で
、
絶
え
ず
父

に
随
伴
し
な
が
ら
、
宗
匠
と
し
て
人
々
に
接
す
る
人
間
的
在
り
方
も
身
に
つ
け
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宗
養
ほ
ど
な
る
連
歌
師
も
い
で
く
ま
じ
き
な
り
。
連
歌
あ
ひ
よ
か
り
し
な
り
。
人
の
連
歌
な
ど
を
卒
面
に
な
は
し
な
ど
す
る
事
を
せ
ず
い

か
に
も
案
じ
て
面
白
く
あ
る
な
り
。
猶
よ
く
ノ
ヽ
案
じ
て
御
覧
あ
れ
、
か
み
あ
は
せ
て
み
れ
ば
、
か
う
遊
ば
し
た
ら
ば
ま
さ
る
べ
き
な
ど
ゝ

い
う
て
、
い
か
に
も
思
ひ
入
て
吟
じ
て
あ
り
し
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
耳
底
記
し

宗
養
が
、
天
文
十
年
秋

「
和
漢
百
韻
」

で
父
宗
牧
と
同
座
し
て
以
来
、　
天
文
十
四
年
宗
牧
死
没
の
年
の
五
月
八
日

「
何
路
」
百
韻
ま
で
、
「無

為
」
の
名
で
前
後
六
回
同
座
し
て
い
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
が
出
句
数
１
又
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
、
執
筆
の
役
を
つ
と
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
父
と
共
に
し
た
わ
ず
か
五
年
の
作
家
生
活
の
間
に
、
連
歌
作
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
宗
匠
と
し
て
の
知
識
と
教
養
の
基
礎
を
身
に
つ
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
の

「耳
底
記
」
の
批
評
の
こ
と
ば
の
中
か
ら
、
連
歌
師
と
し
て
の
指
導
の
能
力
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
人
格
と
作
品

を
尊
重
す
る
宗
養
の
人
間
性
が
し
の
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
宗
牧
在
世
の
時
勢
と
異
な
り
、
複
雑
な
政
局
と
共
に
微
妙
に
移
り

行
く
連
歌
壇
の
作
風
に
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
た
の
も
こ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

「歌
道
聞
書
」
の
次
の
挿
話
は
、
宗
家
の
温
厚
な
風
姿
と
は

異
な
る
宗
養
の
厳
し
い
一
面
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

宗
養
在
世
の
時
、
連
歌
あ
り
て
、
翌
日
宗
養
の
弟
子
何
某
と
や
ら
ん
、
宗
養
の
が
り
ゆ
き
け
れ
ば
、
き
の
ふ
の
懐
紙
再
見
し

て
ゐ

け

る

を
、
「
い
か
な
る
秀
逸
も
候
や
ら
ん
」
と
問
け
れ
ば
、
「
さ
れ
ば
、
き
の
ふ
の
連
歌
に
、　
一
村
薄
霜
の
下
折
　
と
あ
る
前
旬
に
、
紹
巴
、
小
山

田
の
畔
の
細
道
崩
そ
ひ
　
と
付
ら
れ
た
り
。
此
前
句
連
歌
に
て
候
、
い
か
な
る
風
情
も
有
べ
き
所
に
、
紹
巴
な
ど
が
、
か
や
う
の
て
づ
つ
な

る
事
せ
ら
れ
て
は
、
も
は
や
連
歌
の
道
は
、
廃
は
て
た
る
事
、
歎
か
し
き
時
に
や
」
と
い
た
み
け
る
と
ぞ
。



連
歌
師
を
専
門
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
「連
歌
の
道
は
、
廃
は
て
た
る
」
の
批
評
は
致
命
的
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

宗
養
は
近
衛
植
家

・
三
条
西
公
条
な
ど
公
家
の
親
交
を
受
け
る
と
共
に
、
三
好
長
慶

。
細
川
藤
孝

・
武
田
元
信

・
大
内
義
隆

・
尼
子
晴
久

・

浅
井
正
慶
な
ど
の
守
護
大
名
と
交
わ
り
、
そ
の
連
歌
指
導
に
あ
た
り
、
連
歌
書
を
書
き
与
え
て
い
る
。
宗
牧
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
多
く
の
武

将
と
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
が
、
室
町
幕
府
の
そ
れ
な
り
の
安
定
下
の
交
わ
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
宗
養
の
時
期
に
は
、
短
い
期
間
に
急
速
に

情
況
が
変
化
し
、
室
町
幕
府
も
末
期
症
状
を
呈
し
、
全
国
的
に
下
剋
上
の
状
態
と
な
っ
た
。
宗
養
が
交
わ
っ
た
代
表
的
武
将
で
あ
る
三
好
長
慶

は
、
管
領
細
川
家
の
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
主
家
を
倒
し
、
近
畿
に
覇
を
と
な
え
、
天
文
二
十
二
年
に
は
細
川
晴
元
か
ら
将
軍
足
利
義
輝
を
奪

い
取
り
、
自
ら
愧
儡
将
軍
と
し
た
が
、
身
内
を
次
第
に
失
い
、
宗
養
が
没
し
た
翌
永
禄
七
年
宗
養
よ
り
四
歳
年
長
の
四
十
二
歳
で
没

し

て

い

る
。
永
禄
六
年
八
月
、
長
慶
の
嫡
子
義
興
が
二
十
二
歳
で
謀
殺
さ
れ
、
宗
養
は
自
ら
追
悼
の
百
韻
を
詠
ん
で
い
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
そ
の
三

箇
月
後
の
十

一
月
、
宗
養
自
ら
世
を
去
っ
た
。
ま
た
永
禄
三
年
に
は
父
宗
牧
以
来
ゆ
か
り
の
深
い
越
前
の
朝
倉
義
景
を
訪
い
、
親
交
を
深
め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
養
の
時
の
武
将
と
の
交
わ
り
は
宗
牧
の
時
と
は
ま
た
異
な
る
困
難
を
伴

っ
た
が
若
い
宗
養
は
よ
く
そ
れ
を
克
服
し
た
と

い
え
る
。

季
吟
は
そ
の
著

「
誹
諧
用
意
風
外
」
で

正
親
町
院
の
御
時
三
好
長
慶
朝
臣
、
宗
数
を
師
と
し
、
連
歌
を
軍
中
に
も
て
あ
そ
は
れ
、
天
正
年
中
に
明
智
日
向
守
紹
巴
を
宗
匠
と
し
、

連
歌
を
好
ま
れ
侍
し
、
其
比
は
ひ
連
歌
の
さ
か
り
に
は
あ
り
な
が
ら
、
時
代
お
た
や
か
な
ら
ず
、
日
々
に
逆
乱
の
ほ
ど
な
り
し
、
当
代
四
海

太
平
に
し
て
万
民
安
楽
の
時
・バ
々

と
、
し
み
じ
み
と
同
様
の
感
慨
を
洩
ら
し
て
い
る
。
日
本
の
中
世
に
お
い
て
、
全
国
を
旅
し
た
代
表
は
時
宗
の
僧
と
連
歌
師
と
で
あ

っ
た
と
思

う
が
、
宗
牧
父
子
は
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。
特
に
宗
牧
は
、
北
は
関
東
か
ら
南
は
九
州
の
果
て
ま
で
足
跡
を
残
し
て
い
る
。
今
日
、
僻
地
の
意

外
の
場
所
か
ら
秀
れ
た
懐
骨
が
見
い
出
さ
れ
る
の
は
之
等
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
後
世
連
歌
に
与

え
た
を変
養
の
立畳
義
は
一盃
篠
と
共
に
深
い
と
い
え
る
。

宗
牧
連
歌
の
伝
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



九
二

こ
れ
ら
の
武
将
に
宗
養
は
い
ろ
い
ろ
の
連
歌
学
書
を
与
え
て
い
る
。
天
文
二
十
年
に
は
宗
牧
の

「連
歌
択
善
集
」
を
書
写
し
、
尼
子
晴
久
に

与
え
て
い
る
。
天
文
二
十
四
年
に
は
宗
牧

ニ
ホ
養
共
著
に
成
る

「
連
歌
秘
袖
抄
」
を
長
慶
に
与
え
て
い
る
。
ま
た
弘
治
元
年
に
は
書

陵

部
本

「
三
好
長
慶
宛
書
状
」
を
、
ま
た
某
年
に
は
宗
牧
の
著
で
あ
る

「
闇
夜
の
一
燈
」
を
書
き
与
え
て
い
る
。

連
歌
作
家
と
し
て
の
長
慶
に
つ
い
て
は
、
永
禄
五
年
三
月
五
日
、
飯
盛
城
で
の
連
歌
興
行
中
、
弟
義
賢
の
戦
死
の
報
に
接
し
な
が
ら
も
、
い

さ
さ
か
も
動
揺
す
る
こ
と
な
く

芦
に
ま
じ
れ
る
す
ゝ
き

一
む
ら

の
前
句
に

池
水
の
あ
さ
き
か
た
よ
り
野
と
成
て

と
付
け
成
し
て
一
座
の
賞
讃
を
得
た
話
は
、
既
に
説
話
化
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
宗
養
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
彼
と
極
め
て
近
い

位
置
に
居
た
三
条
西
公
条
が
そ
の
著

「
歌
道
聞
書
」
で

宗
養
は
、
光
源
院
殿
御
時
代
に
て
、
三
好
殿
兄
弟
、
連
歌
の
達
人
に
て
、
宗
養
を
執
し
申
さ
れ
、
師
匠
と
仰
ぎ
崇
れ
た
る
事
な
れ
ば
、
い

ま
だ
上
た
る
人
に
連
歌
あ
り
た
る
時
節
也
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
信
じ
て
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
更
に
、
長
慶
に
継
い
で
宗
養
が
交
わ
り
を
得
て
い
た
文
人
武
将
細
川
幽
斎
の

「
耳
底
記
」

に
一
、
雑
談
に
、
あ
た
ぎ

（安
宅
）
冬
康
が
連
歌
は
、
ぐ
つ
と
あ
ち
ら
へ
、
つ
き
と
は
す
や
う
な
る
連
歌
な
り
。
修
理
大
夫
連
歌
は
、
い
か
に

も
案
じ
て
し
た
る
連
歌
な
り
し
な
り
。

と
三
好

一
族
の
連
歌
に
対
す
る
宗
養
の
影
響
を
暗
示
し
て
お
り
、
叉
貞
徳
の

「戴
恩
記
」
に
、
紹
巴
が
、
長
慶
の
斡
旋
に
よ
り
宗
養
に
近
づ
き

を
得
て
両
吟
の
機
会
を
得
た
こ
と
、
宗
養
の
死
去
に
よ
っ
て
漸
く
紹
巴
が
連
歌
壇
の
指
導
的
地
位
に
立
ち
得
た
こ
と
な
ど
の
記
事
か
ら
、
貞
徳

派
と
紹
巴
流
と
の
軋
蝶
か
ら
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
／
ス
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
宗
養
と
当
時
の
中
央
の
武
将



の
雄
で
あ
る
長
慶
の
交
わ
り
の
程
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
長
慶
と
宗
養
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
奥
田
勲
氏
の
好
論
に

注

８

詳
し
い
。
長
慶
が
宗
牧
と

一
座
し
た
の
は
管
見
に
入
っ
た
範
囲
で
は
範
長
の
名
で
出
句
し
て
い
た
天
文
十

一
年
六
月
十

一
月

「
何
木
」
百
韻

一

回
だ
け
で
あ
る
が
、
宗
養
と
同
座
し
た
の
は
、
天
文
二
十
年
よ
り
永
禄
六
年
の
間
十
九
回
に
及
ぶ
。
在
世
の
年
代
の
ず
れ
か
ら
い
っ
て
当
然
で

は
あ
る
が
、
宗
牧
の
長
慶

へ
の
影
響
は
宗
養
を
通
じ
て
、
そ
の
連
歌
学
書
の
説
な
ど
を
学
ん
だ
と
思
わ
れ
、
以
下
に
述
べ
る
実
情
等
か
ら
推
し

て
も
、
天
文
後
期
か
ら
永
禄

へ
か
け
て
の
宗
養
の
連
歌
壇

へ
の
影
響
は
極
め
て
強
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貞
徳
の
弟
子
の
安
原
貞
室

（
正

章
）
の
筆
に
成
る

「貞
徳
翁
終
焉
記
」
に
よ
れ
ば

十
と
せ
あ
ま
り
か
な
た
に
半
松
斎
宗
養
よ
り
、
み
よ
し
の
近
作
、
長
慶
公
へ
た
て
ま
つ
り
給

へ
り
し
つ
ら
ね
歌
の
こ
と
か
き
た
り
し
ふ
み

三
帖
、
御
け
い
し
松
永
霜
台
伝
へ
た
ま
ひ
て
、
甥
の
永
種
う
け
つ
ぎ
、
此
翁
に
わ
た
し
給

へ
り
し
を
、
み
づ
か
ら
に
た
ま
ひ
ぬ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗
養
―
長
慶
―
松
永
久
秀
―
永
種
―
貞
徳
―
貞
室
の
系
譜
を
持
つ
連
歌
の
伝
書
の
存
在
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る

の
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
小
論
の
後
半
の
主
題
で
あ
る
連
歌
伝
書
の
俳
諧
伝
書

へ
の
か
か
わ
り
の
問
題
に
も
波
及
し
て
い
く
も
の
と
思

わ

れ

る
。
長
慶
に
継
ぐ
武
将
の
藤
孝

（
幽
斎
）
の
場
合
も
、
弘
治
二
年
～
永
禄
六
年
の
間
宗
養
と
同
座
し
た
の
は
僅
か
に
六
回
で
あ
り
、
こ
れ
で
み

て
も
宗
養
―
長
慶
の
か
わ
り
の
重
要
さ
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
養
の
学
風
は
、

「家
の
学
」
と
い
う
前
提
か
ら
父
宗
牧
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
祖
述
し
伝
え
た
か
の
如
き
印
象
を
与
え
て
い
る
が
、　
必
ず
し

も
そ
う
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。

誰
に
書
き
与
え
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
宗
養
の
手
に
成
る
も
の
に

「
宗
養
よ
り
聞
書
」
が
あ
る
。
そ
の
大
半
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
宗
牧
の

「
当
風
連
歌
秘
事
」
の
説
に
負

っ
て
い
る
が
、
同
書
と
異
る
部
分
に
宗
養
の
連
歌
論
を
考
え
る
上
で
重
要
な
部
分
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
宗
養
の
連
歌
史
観
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
、
連
歌
の
歌
体
に
つ
い
て
宗
祇
の
六
十
二
体
及
び
宗
長

・
兼
載
に
加
え
て
、
宗
瑚
の

遠
自
然

・
写
古
然

・
抜
群
外

。
有
謂
外

。
強
力
外

・
平
懐
外
、
心
敬
の
幽
玄
外

・
有
心
外

・
不
明
外

・
秀
逸
外

・
物
哀
然
、
専
順
の
高
山
外

・

花
麗
然

・
存
置
外

・
秀
逸
外

・
景
曲
然

・
半
臀
沐
、
兼
載
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
く
わ
し
く
長
高
外

・
有
心
然

・
麗
然

・
辟
喩
外

・
見
外

・
親

宗
牧
連
歌
の
伝
流
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句
外

・
明
白
外
を
挙
げ
、
自
ら
の
史
観
に
伝
承
の
重
み
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た

「字
あ
ま
り
」
の
項
で
は
、
寿
慶
の

「
む
か
し
の
友

や
夢
の
暁
」
の
付
句
を
宗
碩
が
褒
美
し
た
こ
と
に
続
け
て
次
の
文
が
あ
る
。

菟
玖
波
集
に

う
ぐ
ひ
す
さ
そ
ふ
風
の
長
閑
け
さ

と
云
旬
に
、　
一
品
式
部
卿
親
王

氷
と
け
て
打
出
る
波
の
谷
の
戸
に

是
等
は
冠
な
が
し
、
腰
が
ら
み
、
両
字
あ
ま
り
侍
れ
共
、
日
に
か
か
る
事
な
し
、
上
手
の
物
は
み
な
如
此
、
或
は

長
き
夜
に
猶
古
郷
を
お
も
ひ
出
て

是
は
誰
も
す
る
字
あ
ま
り
也

花
ち
り
て
人
は
と
ま
ら
ず
い
か
ゞ
せ
ん

此
裳
引
の
句
な
ど
は
人
に
よ
り
て
つ
か
ふ
ま
つ
る
べ
し
と
也
、
字
あ
ま
り
を
所
を
替
て
打
越
を
嫌
ふ
事
に
や
。

宗
牧
の
論
が
と
も
す
れ
ば
論
理
的

・
観
念
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
極
め
て
具
体
的

・
実
作
的
な
内
容
を
追
記
し
て
い
る
。
事
例
も
新
撰
菟
玖
波

集
を
避
け
菟
玖
波
集
を
採
り
あ
げ
て
い
る
の
も
織
豊
期
俳
諧
の
雰
囲
気
を
顧
慮
し
て
の
こ
と
か
と
も
思
わ
れ
る
。
宗
養
の
加
筆
叉
は
修
正
の
中

で
特
に
重
要
な
の
は
、
発
句
に
関
す
る
後
半
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

さ
れ
ば
千
句
な
ど
に
は
上
手
達
に
脇
を
さ
し
て
、
第
三
を
ば
を
ろ
か
な
る
人
に
つ
か
ふ
ま
つ
ら
す
る
物
也
と
亡
父
も
を
し
へ
を

か

る

る

儀
也
、
然
と
い
へ
共
脇
句
は
亭
客
の
礼
儀
相
定
物
也
、
又
第
三
は
姿
心
を
か
へ
て
長
高
可
然
候
、
季
の
詞
第
三
ま
で
尤
候
、
四
句
日
は
季
を

替
、
雑
句
尤
候
欺
、
又
第
三
は
、
発
句
脇
の
韻
の
字
を
見
合
て
、
ら
ん
と
も
、
て
と
も
有
べ
し
、
宗
長
は
発
句
に
哉
と
と
め
候
は
ば
、
第
三

に
、
て
と
と
め
ざ
る
よ
し
沙
汰
有
し
と
也
。
か
な
は
、
に
て
と
云
心
也
と
て
嫌
は
れ
し
と
也
、
聴
雪
、
宗
碩
は
不
苦
と
い
へ
り
、
音
の
先
達

の
連
歌
を
見
る
に
、
い
か
程
も
哉
と
云
に
、
に
て
と
と
ま
り
た
る
第
三
な
し
。
さ
れ
ば
今
に
京
中
其
さ
た
な
し
、
千
句
初
百
韻
か
な
ら
ず
、



て

・
覧
と
と
め
侍
る
べ
し
、
に
け
り
は

一
句
也
。

発
句
に
つ
い
て
は
、
「連
歌
択
善
集
」
を
中
心
と
し
て
宗
牧
の
最
も
得
意
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、　
そ
の
父
の
意
見
に
異
見
を
挿
ん
で
い

る
の
で
あ
る
．
特
に
千
句
を
主
と
し
て
論
ず
る
な
ど
、
当
時
の
連
歌
壇
の
実
態
に
即
し
て
の
論
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他

「
夢
想
連
歌
」
や

「
名

号

。
経
文
連
歌
」
な
ど
、
順
序
が
入
れ
替
っ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
か
わ
り
が
な
い
。

宗
養
が
武
将
に
書
き
与
え
た
連
歌
の
書
状
で
は
、
弘
治
元
年
八
月

一
日
の
三
好
長
慶
宛
の
も
の
が
代
表
で
あ
る
。
弘
治
元
年
は
宗

養

三
十

歳
、
父
宗
牧
没
後
十
年
を
経
て
、
独
力
で
連
歌
壇
を
リ
ー
ド
す
る
心
境
も
漸
く
安
定
し
て
き
た
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
状
も
宗
牧
や
伝
統

的
な
連
歌
論
書
に
基
づ
い
て
い
る
部
分
が
多
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
宗
養
独
自
の
意
見
も
か
な
り
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

注
９

は
奥
田
勲
氏
も
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
全
体
三
十
二
項
目
の
う
ち
、
は
じ
め
の
四
項
目
は
長
慶
向
け
の
内
容
で
あ
る
。

一
、
御
会
席
之
儀
、
公
家
門
跡
御
参
会
に
一
順
を
被
遊
候
者
下
旬
可
然
候
´́
々

一
、
先
御
連
衆
を
御
つ
も
り
候
て
、
分
句
を
可
被
遊
候
、
三
四
の
需
に
成
て
二
三
句
づ
つ
も
被
遊
可
然
候
、
是
故
実
也
一√

一
、
門
跡
の
御
会
に
は
句
数
不
足
を
被
遊
可
然
候
幾
度
も
御
催
促
次
第
可
被
遊
也
・バ
々

一
、
執
心
に
よ
り
町
人
な
ど
の
類
を
連
衆
に
食
出
さ
れ
候
は
ば
、
節
々
御
催
促
可
然
候
・√

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
堺
等
の
町
人
も
当
時
は
連
衆
の
中
で
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
第
十

一
項
の
六
儀
の
条
で
も

惣
而
貴
殿
な
ど
の
御
句
を
ば
少
々
は
聞
届
ず
候
と
も
面
白
と
は
め
、
た
つ
と
く
可
申
候
間
、
其
程
を
御
は
か
ら
ひ
候
て
町
人
な
り
と
も

劫
者
の
か
た
へ
は
、
か
や
う
に
は
い
は
れ
ま
じ
き
か
と
、
御
尋
は
、
返
々
堪
能
の
も
と
ひ
に
て
候

と
、
町
人
も
相
手
に
よ
っ
て
は
配
慮
あ
る
べ
き
事
を
指
示
し
て
い
る
。

ま
た
本
論
文
の
後
半
の
中
心
で
あ
る
宗
牧
の
付
合
論
の
特
色
で
あ
る

「
四
道
」
に
つ
い
て
も
、
管
見
に
入
っ
た
範
囲
で
は
宗
養
は
言
及
し
て

い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
書
状
で
は
第
九
項
で
、
付
合
の
四
分
類
と
し
て

「
序
正
流
通
」
を
挙
げ
て
い
る
。

一
、
歌
に
も
連
歌
に
も
、
序
正
流
通
と
て
あ
り
、
ま
づ
ま
へ
旬
に
序
分
の
心
あ
ら
ば
、
付
旬
に
正
分
と
付
な
す
な
り
、
三
句
め
は
、
叉
流
通

宗
牧
連
歌
の
伝
流
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分
と
て
あ
さ
ノ
ヽ
と
付
成
事
、
五
議
の
さ
た
と
い
ふ
也
、
経
を
と
く
に
こ
の
心
持
有
べ
し
・バ
々

こ
の
よ
う
に
、
宗
養
は
、
宗
牧
や
伝
統
的
論
書
を
祖
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
連
歌
作
風
の
推
移
や
相
手
に
応
じ
て
教
示
に
よ
る
自
ら
の
説
明
も

考
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
１０

宗
養
の
特
色
あ
る
論
書
に

「
天
水
抄
」
が
あ
る
。

「
天
水
抄
」

の
諸
本
に
つ
い
て
は
伊
地
知
鉄
男
氏
の
諸
本
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、
第

一
類
が
い
わ
ゆ
る
宗
養

・
昌
休
著
と
い
わ
れ
る
も
の
、
第
二
類
が
松
永
貞
徳
か
ら
良
徳

へ
の
伝
書
、
第
三
類
が
い
わ
ゆ
る
板
本

「
天
水
抄
」
で

良
徳
の
再
編
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
第

一
類
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
本
に
つ
い
は
奥
書
の
永
禄

四
年
に
は
昌
休
が
在
世
し
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
木
藤
才
蔵
氏
は
宗
養
↓
永
種
又
は
貞
徳
の
伝
書
の
推
定
を
立
て
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
第

一
類
の

「
天
水
抄
」
に
は
多
く
の
異
名
が
あ
る
が
、
そ
の
一
本
に
大
阪
天
満
官
蔵
の

「
休
養
遺
書
」
が
あ
る
。
そ
の
表
表
紙
の
裏
に

昌
休
　
天
文
廿

一
年
死
永
禄
四
年
者
几
十
年
後
也
此
書

二
昌
体
卜
記
セ
ル
ハ
恐
ク
昌
叱
ナ
ル
ヘ
シ

と
、
大
足
軒
長
松
の
筆
と
思
わ
れ
る
書
き
込
み
が
あ
り
、
巻
末
の
起
請
文
の
あ
と
に

永
禄
第
四
十

一
月
八
日
　
　
昌
休

↓^
時
　
廿
三
歳

宗
養
　
干
時
　
一二
十
六
歳

と
あ
り
、
こ
の
あ
と
に
文
政
七
年
六
月
五
日
付
の
長
松
の
書
写
の
識
語
が
あ
る
の
で
、
「叱
ナ
ル
ヘ
シ
」
の
書
込
み
も
長
松
の
筆
と
思
わ
れ
る
。

年
齢
の
推
定
も
正
し
く
、
宗
牧
―
宗
養
、
宗
牧
―
昌
休
、
昌
休
―
昌
叱
、
の
三
者
の
人
間
関
係
か
ら
、
宗
養

・
昌
叱
共
著
が
最
も
有
力
に
考
え

ら
れ
る
が
、
既
に
述
べ
た

「
貞
徳
翁
終
焉
記
」
の
中
の
宗
養
―
貞
徳
の
伝
書
の
存
在
も
予
想
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
宗
養
流
の
後
也
へ
の
影

響
の
意
外
に
厚
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

三
条
西
公
条
は
そ
の

「
歌
道
聞
書
」
で
、

七
十
ま
で
寿
を
保
た
ら
ば
、
宗
祇
に
及
べ
か
ら
ん
物
は
宗
養
也

と
あ
り
、
い
さ
ゝ
か
過
褒
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
公
条
は
昌
叱
に

「
源
氏
物
語
」
を
伝
授
し
た
り
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
宗
養

一
偏
倒
で
あ

っ



た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
山
田
孝
雄
氏
も
宗
養
に
つ
い
て
、
達
人
の
風
が
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

宗
牧
の
連
歌
書
は
多
く
あ
る
が
、
連
歌
作
者
の
た
め
の
実
作
の
指
導
を
懇
切
に
説
い
た
も
の
と
、
独
特
の
深
い
思
索
と
組
織
力
に
よ
る
論
理

的
学
書
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う
。
前
者
の
代
表
作
は

「当
風
連
歌
秘
事
」
で
あ
り
、
後
者
の
代
表
作
は

「
四
道
九
品
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
連

歌
研
究
に
お
け
る
諸
先
輩
の
秀
れ
た
説
明
も
あ
り
、

「
四
道
九
品
」
に
つ
い
て
は
筆
者
も
前
掲
書
で
触
れ
た
が
、
殆
ん
ど
九
品
に
つ
い
て
の
み

論
じ
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
小
川
幸
三
氏
の
す
ば
ら
し
い
論
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
九
品
の
論
に
終
わ
っ
て
い
が
ｗ

こ
の
小
論
で
は
、
宗

牧
の

「
四
道
」
の
後
世

へ
の
伝
承
の
あ
と
を
追

っ
て
、
特
に
俳
諧
と
の
関
わ
り
を
可
能
な
か
ぎ
り
探

っ
て
み
た
い
と
思
う
。

「
四
道
」
の
名
称
は
、
「
四
道
九
品
」
の
冒
頭
に

抑
今
の
世
の
連
歌

ハ
詞
を
道
と
せ
り
あ
さ
ま
し
き
事
也
釈
尊
世
に
出
て
御
法
を
四
方
に
ひ
ろ
め
給
ふ
も
第

一
法
花
を
と
か
ん
た
め
也

以
下
本
書
の
主
題
で
あ
る
心
主
詞
従
論
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
四
道
も
仏
門
の
加
行
道

。
無
間
道

・
解
脱
道

・
勝
進
道
に
因
ん
だ
も
の
か
と

思
わ
れ
る
。
な
お
そ
の
内
容
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
諸
先
輩
達
の
付
合
の
分
類
の
複
雑
化
し
た
も
の
に
、
宗
牧
独
特
の

原
理
を
立
て
四
類
型
に
整
理
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
九
品
の
品
等
論
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
百
韻
の
序
破
急
の
構
成
に
、
変
化
と
統

一
を
与
え
易
く
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
な
お
、
四
道
の
序
次
及
び
例
句
は
次
の
大
田
本
の
系
列
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。

添

（
そ
ふ
）

を
と
す
る
水
は
こ
は
り
と
け
け
り

雪
う
つ
む
深
谷
の
小
川
春
さ
へ
て

随

（
し
た
が
ふ
）

時
の
ま
に
い
た
る
と
そ
き
く
西
の
空

も
ろ
こ
し
ま
て
の
春
の
は
つ
か
せ

宗
牧
連
歌
の
伝
流
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離

（
は
な
３

た
も
と
に
か
す
む
有
明
の
月

鳥
の
こ
ゑ
花
の
に
は
ひ
に
山
こ
へ
て

逆

（
さ
か
ふ
）

な
く
鳥
も
あ
は
れ
と
や
ミ
ん
谷
の
庵

夕
か
せ
あ
ら
き
は
な
の
し
た
か
け

「
四
道
」
の
語
が
そ
の
後
文
献
に
見
ら
れ
る
最
初
は
、
「
多
聞
院
日
記
」
天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
五
月
四
日
の
条
で
あ
る
。

一
、
連
歌
、
四
道
卜
云
事
大
事
在
之
、
宗
祇
書
集
抄
所
持
卜
一√
、
世
上

一
向
無
之
・√

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
四
道
九
品
」
は
当
時
既
に
宗
祇
作
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
多
聞
院
日
記
」
は
興
福
寺
多
聞
院
の
僧
英
俊
等
が

中
心
と
な
り
書
き
伝
え
た
も
の
で
、
文
明
か
ら
慶
長
に
至
る
、
政
治

・
文
学

・
宗
教
等
に
か
か
わ
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
が
、
文
中
の

「
世
上

一
向
無
之
」
か
ら
、
同
書
は
当
時
既
に
希
親
本
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寛
永
十
八
年

（
一
六
四

一
）
正
月
十
五
日
奥
付
の
徳
元
の

「
誹
諧
初
学
抄
」
で
も

「
宗
祇
公
、
角
田
川
に
書
れ
た
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
同
書
の
四
道
説
は
心
の
誹
諧
、
詞
の
俳
諧
の
十
沐
論
と
な

つ
て
い
て
宗
牧
の
四
道
と
は
全
く
異
な
る
。

「
四
道
」
の
語
が
そ
の
後
文
献
に
見
ら
れ
る
の
は
寛
文
十
年

（
一
六
七
〇
）
開
版
の
、
伊
地
知
鉄
男
氏
分
類
の
第
三
類
に
あ
た
る
板
本

「
天

水
抄
」
で
あ
る
。
同
書
は
前
掲
資
料
集
に
影
印
さ
れ
て
い
る
東
大
図
書
館
本
の
他
に
、
太
宰
府
天
満
官
西
高
辻
家
本
の
中
に

「連
歌
手
本
」
の

書
名
の
写
本
が
存
す
る
。
西
高
辻
家
本
は
次
に
採
り
上
げ
る
四
道
の
項
の
中
に
落
丁

一
丁
あ
り
、
書
写
者
自
ら
頭
注
に
そ
の
旨
記
し
残
し
て
あ

る
が
、
内
容
は
、
伊
地
知
氏
の
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
宗
養
や
貞
徳
の

「
天
水
抄
」
を
書
き
抜
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
五
　
四
道
之
事

た
と
へ
は
本
歌
を
と
る
に
言

ハ
む
か
し
の
こ
と
く
な
る
こ
ゝ
ろ
を
取
か
へ
て
新
敷
句
作
り
す
る
と
也
。
た
と
へ
は
心
あ
て
に
お
ら
は
や
お



ら
ん
の
耳
を
去
人
の
発
句
に

心
あ
て
に
お
ら
は
や
お
ら
ん
売
扇
子

以
下
、本
歌
あ
る
い
は
漢
詩
の
句
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、心
と
詞
と
を
換
骨
脱
胎
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
通
り
に
組
合
せ
す
る
作
句
の
発
想
法
で
あ

っ
て
、
宗
牧
の
付
合
せ
の
四
分
類
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
句
も
連
歌
と
い
う
よ
り
は
誹
諧
の
発
句
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
項
の
文
末
に

此
四
の
道

ハ
詩
ノ
七
言
四
句
に
も
か
よ
ひ
叉
天
台
四
門
ノ
有
門
空
間
非
空
間
亦
空
間
ノ
四
品
卜
同
シ
仏
祖
別
伝
の
一
大
事
也
毒
の
返
し
に

四
の
道
あ
り
末
に
し
る
す
懐
脅
四
枚
も
此
義
を
以
て
也
六
義

ハ
六
ノ
ち
ま
た
四
道

ハ
四
生
也
此
四
道
連
誹
ニ
ツ
の
第

一
の
秘
事
也

と
あ
り
、
当
時
の
論
書
に
見
ら
れ
る
大
形
な
権
威
付
け
を
し
て
い
る
が
、
四
道
の
語
が
、
宗
牧
が
用
い
た
意
と
は
別
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

次
に

「
四
道
」
の
名
の
見
ら
れ
る
文
献
は
、
延
宝
元
年

（
一
六
七
三
）
十
月
の
奥
付
の
あ
る
北
村
季
吟
著
改
稿
本

「
埋
木
」
で
あ
る
。
同
書

は
、
貞
徳
亡
き
後
、
俳
諧
宗
匠
と
し
て
貞
門
俳
壇
の
指
導
的
立
場
に
立
っ
た
季
吟
の
、　
一
連
の
論
書
の
中
心
的
性
格
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ

の
書
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
尾
形
物
氏
の
解
説
に
く
わ
し
い
規
）

当
時
次
第
に
そ
の
立
場
を
強
め
て
き
た
談
林
俳
壇
に
対
し
、
貞
門
俳
諧
の
重

み
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
和
歌
連
歌
等
の
先
行
学
書
を
博
捜
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
季
吟
の
偉
大
さ
は
、
そ
の
博
学
な
学
殖
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
を
俳
諧
に
正
し
く
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
宗
養
の

「連
歌
秘
袖
抄
」
を
発
句
の
切
字
、
て
に
は
の
手
本

に
し
た
の
は
、
同
書
は
父
宗
牧
か
ら
の
相
伝
の
書
で
あ
り
、
そ
の
宗
牧
は

「連
歌
択
善
集
」
で
発
句
の
み
に
関
す
る
す
ば
ら
し
い
論
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
改
稿
本

「
埋
木
」
の
巻
未
に
近
く
、
四
道
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

付
句
に
四
道
と
い
ふ
事
あ
り
。

そ
ふ

・
し
た
が
ふ

・
は
な
つ
。
さ
か
ふ

そ
ふ
と

ハ
、
前
句
の
詞
に
か
い
そ
ひ
て
、
山
に
麓

・
柚
な
ど
つ
く
る
也
。
し
た
が
ふ
と
は
、
前
句
の
心
に
し
た
が
ふ
也
。
は
な
つ
ハ
、
前
句

の
詞
に
か
け
は
な
れ
て
、
と
り
な
し
な
ど
や
う
に
、
あ
ら
ぬ
物
に
つ
け
な
す
也
。
さ
か
ふ
は
、
桃
咲
と
い
ふ
前
旬
に
、
梅
ち
る
な
ど
つ
く
る
心

宗
牧
連
歌
の
伝
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



一
〇
〇

ば

へ
也
、
毎
句
此
心
し
て
つ
け
候

ヘ
バ
、
〈穴
ザ
の
輪
廻
を
の
が
れ
候
と
也
。

八
十
外
な
ど
の
風
外
と
か
ゝ
わ
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に
付
合
い
の
論
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、
作
例
こ
そ
な
い
が
、
そ
の
四
道
の
解
釈
は
宗

牧
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
四
道
の
記
事
は
、
同
書
の
初
稿
本
に
あ
た
る

「
誹
諧
埋
木
」
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
恐
ら
く

初
稿
本
普
及
後
、
所
々
か
ら
の
意
見
を
配
慮
し
、
新
た
に
入
手
し
た
資
料
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
貞
門
の
中
で
も
、
既
に
述
べ
た

如
く
貞
徳
の
直
系
に
は
四
道
の
正
し
い
伝
流
が
無
い
の
に
比
し
、
本
流
の
秀
れ
た
学
書
に
拠
り
な
が
ら
、
自
ら
の
学
問
を
体
系
立
て
た
の
は
す

ば
ら
し
い
。
更
に
こ
の
書
で
重
要
な
こ
と
は
、
同
書
の
四
道
の
記
事
の
直
後
に
、
次
の
奥
書
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

此
書
雖
為
家
伝
之
深
秘
宗
房
生
依
誹
諧
執
心
不
浅
免
書
写
而
且
加
奥
書
者
也
必
不
可
有
外
見
而
巳

延
宝
二
年
弥
生
中
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
季
吟

文
中

「宗
房
」
と
は
若
き
頃
の
芭
蕉
で
あ
る
。
芭
蕉
が
季
吟
に
就
い
て
古
典
文
学
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
と
教
養
を
身
に
つ
け
た
こ
と
が
、
後

年
彼
の
文
学
の
世
界
を
偉
大
な
も
の
に
し
た
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
の
学
ん
だ
古
典
学
の
中
に
宗
牧
の
四
道

の
理
念
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

蕉
風
俳
諧
の
こ
ろ
で
、
「
四
道
」
の
文
字
が
早
く
見
ら
れ
る
の
は
、
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）
文
月
五
日
の
奥
書
を
持
つ

「
聞
書
七
日
草
」

で
あ
る
。
同
書
は
、
芭
蕉
が
奥
の
細
道
の
旅
の
途
次
、
羽
黒
に
滞
在
し
た
折
、
弟
子
の
図
司
呂
丸
が
芭
蕉
の
教
え
を
筆
録
、
そ
れ
を
も
と
に
美

濃
派
の
俳
人
竹
童
が
編
述
し
た
も
の
で
、
全
体
に
竹
童
の
扮
飾
の
跡
が
見
ら
れ
る
が
、
基
本
的
な
こ
と
は
採
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
同
書

で
は
、
四
道

・
六
座
の
題
目
の
下
に
、
四
道
に
つ
い
て
は
、
添
附

・
随
附

・
放
附

・
逆
附
を
あ
げ
て
い
る
。

添
　
一則
句
に
打
添

へ
て
附
く
る
な
り
。
前
句
の
位
を
見
は
か
ら
ひ
て
、
中
よ
く
つ
れ
添
ふ
姿
な
り
。

随
　
一削
句
に
随
ふ
な
り
。
い
か
に
も
前
旬
に
こ
た
へ
て
、
前
に
言
ひ
残
り
た
る
を
つ
ぐ
な
り
。

放
　
附
け
心
つ
づ
き
た
る
時
、
前
句
の
心
を
離
れ
て
、
さ
て
叉
前
句

へ
も
う
つ
り
候
や
う
に
心
得
候
な
り
。

逆
　
一別
句
を
争
ふ
て
、
そ
れ
と
こ
れ
と
別
々
に
附
て
、
さ
て
下
心
よ
く
附
る
な
り
。



注
１３

右
の

「
聞
書
七
日
草
」
に
つ
い
て
、
能
勢
朝
次
氏
は
蕉
風
連
句
の
附
け
方
を
論
じ
た
中
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。

か
や
う
に
、
位
や
悌
な
ど
が
、
細
や
か
に
、
匂
ひ

・
響
き

，
移
り
等
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
句
は
一
層
に
具
体
性
が
増
し
、

附
句
と
し
て
の
は
た
ら
き
に
於
て
も
、
そ
の
力
を
増
し
て
来
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
結
論
的
に
ま
と
め
ら
れ
、
更
に
附
記
の
か
た
ち
で

蕉
門
の
伝
書
の
中
に
は

（附
方
の
）
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が

（中
略
）
そ
れ
ら
の
中
、
土
方
の
も
の
や

『
聞

書

七

日

草
』
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
芭
蕉
の
用
ひ
て
ゐ
た
名
目
を
伝

へ
た
も
の
ら
し
く
思
は
れ
る
一言
々

と
述
べ
ら
れ
、
四
道
の
名
目
及
び

「
聞
書
七
日
草
」
の
解
釈
の
仕
方
も
貞
門
以
来
の
そ
れ
に
従

っ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
氏

に
よ
る
と
、
四
道
の
方
法
は
、
蕉
風
連
句
附
け
方
の
中
心
で
は
な
い
ま
で
も
、
匂
ひ

・
響
き

。
移
り
な
ど
の
中
心
的
附
け
方
を
補

っ
て
、
蕉
風

連
句
の
移
り
行
き
や
構
成
を
多
彩
に
す
る
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
大
阪
天
満
宮
本

「連
歌
括
要
抄
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
同
書
は
、
従
来
静
嘉
堂
文
庫
本

「連
歌
提
要
」
の
異
本
と
し
て
扱
わ
れ
て
き

た
が
、
著
者

・
書
写
者
や
四
道
の
記
述
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
、
前
者
を
主
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
両
者
の
記
述
内
容
は
極
め
て
近
く
、

「
連
歌
提
要
」
は
上
巻
四
十
条
、
下
巻
六
十
条
か
ら
成
り
、
四
道
は
処
々
に
部
分
的
に
ふ
れ
て
は
い
る
が
、
下
巻
冒
頭
に
纏
め
て
記
さ
れ
て
い

る
。
著
者
は

「
法
橋
蝶
庵
」
と
あ
る
が
、
明
ら
か
で
な
い
。
福
井
久
蔵
氏
は

「
井
上
蝶
庵
」
と
す
る

（「連
歌
の
史
的
研
究
し
。

「連
歌
括
要
抄
」
の
奥
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

右
括
要
六
巻
者
世
々
宗
匠
輯
〓雅
言
及
而
於
則
・以
相
承
之
書
也
然
蕉
翁
与
〓之
杉
風
・風
家
沢
〓此
道
之
義
・給
二之
腐
十
二
霧
・今
弦
我
門
人

千
亮
私
淑
而
模
〓写
之
・欲
〓以
ン予
証
・焉
予
雖
レ在
二病
床
・閲
〓此
書
・而
即
知
二先
哲
之
指
桑
然
而
此
道
之

一
助
・
臭
因
使
雲
堂
書
二
其
帰
・
雨

寛
延
辛
未
歳
初
夏

一
練
窓
　
馬
光
判

此
書
本
文
二
六
庵
竹
阿
写
之
　
判

宗
牧
連
歌
の
伝
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



一
〇
二

之
に
よ
る
と
、
芭
蕉
が
こ
の
書
を
門
人
杉
風
に
与
え
た
が
、
杉
風

一
族
が
之
を
粗
末
に
し
て
虫
損
を
し
た
の
で
、
馬
光
の
弟
子
千
亮
が
書
き

写
し
た
も
の
に
病
床
の
馬
光
が
加
筆
し
、
そ
れ
を
二
六
庵
竹
阿
が
書
写
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
馬
光
は
、
長
谷
川
素
丸
．
其
日
庵
と
も
称

し
た
。
江
戸
本
所
に
生
ま
れ
、
素
堂
に
入
門
、
後
、
浩
徳
に
学
ん
で

「
五
色
墨
」
の
活
動
の
中
心
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
享
保
二
十

一
年
号

を

一
練
窓
馬
光
と
改
め
て
い
る
。
浄
書
者
竹
阿
は
江
戸
葛
飾
派
の
俳
人
で
、　
二
世
素
丸
を
助
け
、
「続
五
色
墨
」
の
刊
行

（寛
延
四
年
）
の
中

心
と
な
っ
た
。
寛
延
四
年
は
、
「連
歌
括
要
抄
」
が
書
写
さ
れ
た

「
寛
延
辛
未
」
そ
の
年
で
あ
る
。
竹
阿
は

一
茶
の
師
と
し
て
強
い
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
書
の
伝
承
は
信
じ
て
よ
い
と
思
う
。

本
書
の
各
項
の
説
の
論
拠
の
大
部
分
を
宗
祇
の
角
田
川

・
長
大
文
そ
の
他
に
求
め
、
所
々
心
敬
や
肖
柏
の
論
を
引
用
し
て
権
威
づ
け
を
し
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
書
の
特
色
は
、
宗
牧

・
昌
休

・
宗
養
、
特
に
宗
養
の
説
が
多
く
ひ
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
作

例
に
は
特
に
宗
養
の
句
が
目
立
つ
。
「休
養
時
代
」
「
休
養
両
説
」
と
い
う
語
も
処
々
に
見
ら
れ
る
。
冒
頭

「
発
句
之
事
」
で
は
宗
祇
の

「
角
田

川
」
か
ら
始
ま
る
が
、
宗
牧
の

「連
歌
択
善
集
」
の
説
が
長
文
に
亘
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「連
歌
括
要
抄
」
は
そ
の
全
体
の
組
織
が

「連
歌
提
要
」
と
些
か
異
な
り
、
全
体
六
巻
よ
り
成
り
、
第
六
巻
は
附
録
の
形
で
、
て
に
を
は
、

有
文
無
文
、
四
道
な
ど
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
再
説
し
て
い
る
。
四
道
に
つ
い
て
は
巻
四
の
冒
頭
と
第
六
の
第
二
十

一
条
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

巻
之
四
　
第

一　
連
句
四
道
　
附
句
大
意

連
歌
に
も
六
義
十
外
八
十
外
其
外
種
々
の
附
や
う
有
と
い
へ
と
も
専
要
と
す
へ
き

ハ
四
道
也
四
道
と
云

ハ
添
随
離
逆
也
連
句
根
元
也

而
於
則
第
二
十

一
記
之

前句一いいれ″嘲一嘲呼哺剌いに
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添
従
離
逆

（前
略
）
添
句
も
二
句
つ
ゝ
か

ハ
別
に
付
な
し
従
句
も
二
旬
つ
ゝ
か

ハ
叉
余
の
方
へ
付
な
し
離
句
も
つ
ゝ
か
ハ
別
に
な
す
へ
し
去
な
か
ら
離

ハ
連
歌
の
命
に
て
転
し
て
行

ハ
多
く
つ
ゝ
き
て
も
く
る
し
か
ら
す
然
と
い
へ
と
も

一
面
に
あ
ま
り
同
じ
や
う
に
行

ハ
不
好
逆
句

ハ
ニ
句
よ
り

外

ハ
宜
し
か
ら
す
耳
に
立
物
也
当
世

ハ
句
作
む
つ
か
し
き
を
嫌
ふ
也
三
代
集
の
中
に
も
次
第
に
か
ろ
く
な
り
五
代
集
叉
ノ
ヽ
如
此
二
十

一
代

集
も
末
ノ
ヽ
程
軽
く
打
聞

へ
て
面
白
き
や
う
に
よ
み
来
る
也
此
風
味
末
世
の
心
に
相
応
せ
り
連
歌
困
し
か
る
へ
し
但
し
当
世
も
上
手
は

一
廉

あ
り
て
耳
に
立
旬
も
す
へ
し
作
意
を
廻
ら
す
上
に
す
る
ハ
か
ろ
き
也
上
手
を
に
せ
耳
に
立
句
初
心
の
時

ハ
思
慮
す

へ
し

・
添
句
　
山
に
麓
　
嶺
に
梯
　
浦
に
藻
塩

（中
略
）

・
叉
心
の
添
句
も
あ
り

宗
牧
連
歌
の
伝
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



一
〇
四

花
に
名
の
花
　
名
鳥
に
名
鳥

（中
略
）

・
従
句
と

ハ
　
嵐
に
花
の
散
　
風
止
る
船
出

（中
略
）

・
離
句
と

ハ
引
旬
の
体
に
て
顕
然
な
り

（中
略
）

・
逆
句
引
句
の
体
に
顕
然
た
り
。
此
外
様
ノ
ヽ
に
付

様
有
と
い
へ
と
も
大
略
四
道
の
趣
を
出
へ
か
ら
す

と
四
道
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
極
め
て
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
前
掲
の
例
句
が
再
び
示
さ
れ
て
い
る
が
繁
雑
に
な
る
の
で
省
略

す
る
。

以
上
要
す
る
に
、
連
歌
の
後
世
の
俳
譜

へ
の
影
響
は
、
例
え
ば
付
合
い
の
四
道
な
ど
を
中
心
と
し
て
み
た
場
合
、
芭
蕉
俳
諧
へ
の
滲
透
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
芭
蕉
を
通
し
て
蕉
風
以
後
の
俳
壇

へ
も
実
作
の
上
で
深
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
穎
原
退
蔵
氏
が
、

注
１４

心
敬
が
風
体
の
最
上
と
し
た

「
ひ
え

・
や
せ

。
さ
び
」
が
、
後
の
芭
蕉
の

「
さ
び

・
し
を
り

・
軽
み
」
に
通
じ
る
と
指
摘
さ
れ
、
山
本
健
吉
氏

注
１５

が
、
心
敬
の
疎
句
の
理
論
が
芭
蕉
の

「匂
ひ

・
う
つ
り

。
響
き
」
の
方
法
を
導
き
出
し
て
い
る
述
べ
ら
れ
て
か
ら
、
既
に
久
し
い
。
近
く
は
乾

注
１６

裕
幸
氏
に
よ
り
、
俳
諧
に
お
け
る
疎
句
論
が
更
に
く
わ
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
心
敬
と
芭
蕉
と
の
二
百
七
十
年
の
距
り
を
、
中
間
で

繋
ぐ
も
の
と
し
て
宗
牧

・
宗
養
が
明
瞭
に
は
措
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
連
歌
の
影
響
も
、
宗
祇
以
後
の
代
表
的
連
歌

師
を
祖
と
仰
い
だ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
例
え
ば
季
吟
が
そ
の

「
続
連
珠
誹
諧
用
意
問
答
」
で

紹
巴
な
ど
の
独
吟
の
誹
諧
百
韻
今
に
残
伝
る
を
見
る
に
、
た
だ
口
ず
さ
み
に
い
ひ
な
し
た
る
故
に
や
、
是
連
歌
師
の
誹
諧
と
て
翫
ふ
べ
き

と
こ
ろ
も
見
え
ず
。

と
ま
こ
と
に
酷
評
で
あ
る
が
、
綾
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
宗
牧

ニ
ホ
養
の
説
が
後
世
俳
壇
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
知

る

の
で
あ

る
。
こ
れ
は
貞
門
俳
諧
の
古
典
重
視
の
故
ば
か
り
で
な
く
、
紹
巴
流
の
本
意
の
固
定
化
と
繁
瑣
な
式
目
に
、
自
由
さ
を
求
め
る
俳
諧
か
ら
む
し

ろ
抵
抗
が
あ

っ
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
談
林
の
論
客
岡
西
惟
中
の

「
近
来
俳
譜
風
外
論
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
貞
門
と
談
林
、
さ
ら



に
は
同
じ
談
林
の
中
で
の
流
派
の
違
い
に
よ
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
第
二
に
は
、
父
宗
牧
の
教
え
を
守
株
し
た
か
に
み
え
る
宗
養
が
後
世

む
し
ろ
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
は
宗
牧
の
遺
風
は
宗
養
の
存
在
に
よ
っ
て
後
世
に
花
開
い
た
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ

２つ
。注

１
　
斎
藤
義
光

「宗
牧
の
連
歌
論
と
中
世
思
潮
」
翁
中
世
連
歌
の
研
究
」
所
収
）

注
２
　
斎
藤
義
光

「
宗
牧
の
独
吟
千
句
」―
月
並
千
二
日
韻
を
中
心
と
し
て
―

（「大
妻
国
文
」
１８
号
）

注
３
　
山
田
孝
雄

「連
歌
及
び
連
歌
史
」

注
４
　
木
藤
才
蔵

「連
歌
史
論
考
」

注
５
　
奥
田
勲

「
日
本
文
学
新
史
」
中
世
編

注
６
　
講
談
社
現
代
新
書
　
Ｚ
ｐ
鶴
ｏ

注
７
　
一剛
掲
論
文

注
８
　
奥
田
勲

「
三
好
長
慶
」
翁
中
世
文
学
の
研
究
」
所
収
）

注
９
　
一削
掲
論
文

注
１０
　
伊
地
知
鉄
男
編

「連
歌
資
料
集
２
」
（ゆ
ま
に
書
房
）

注
Ｈ
　
小
川
幸
三

「
『
四
道
九
品
』
に
み
る
九
品
の
性
格
」
翁
中
世
文
芸
」
第
５０
号
）

注
１２
　
尾
形
仙
校

「季
吟
俳
論
集
」
（古
典
文
庫
１５‐
）

注
１３
　
能
勢
朝
次

「芭
蕉
の
俳
論
」
（俳
文
学
叢
書
８
）

注
１４
　
頴
原
退
蔵

「
心
敬
と
芭
蕉
」
合
俳
諧
精
神
の
探
求
』
所
収
）

注
１５
　
山
本
健
吉

「
座
の
文
学
」
∩
古
典
と
現
代
文
学
』
所
収
）

注
１６
　
乾
裕
幸

「
付
合
の
消
長
」
含
芭
蕉
の
本
５
』
所
収
）

宗
牧
連
歌
の
伝
流

一
〇
五


