
日
重
『
和
語
雑
雑
抄
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に
み
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和
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連
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　〔
要
約
〕

　

近
世
初
頭
の
連
歌
師
に
石
井
了
派
が
あ
り
、
そ
の
孫
は
法
華
（
日
蓮
）
宗
の
僧
と
な
っ
て
日
重
と
称
し
、
当
代
の
宗
門
を
代
表
す

る
学
匠
で
あ
る
。
日
重
の
代
表
的
な
著
作
の
『
見
聞
愚
案
記
』
と
と
も
に
、『
和
語
雑
雑
抄
』
は
歌
論
書
と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
、

深
草
元
政
は
『
草
山
集
』
の
な
か
で
「
倭
歌
を
嗜
む
者
、
こ
れ
を
写
し
て
枕
中
の
秘
と
為
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
『
和
語
雑
雑
抄
』
は
、
身
延
山
久
遠
寺
の
「
身
延
文
庫
」
に
収
蔵
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も
刊
行
を
意
図
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
あ
ま
り
に
も
乱
丁
が
激
し
く
、
か
つ
は
な
は
だ
し
い
虫
損
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
び
全
体
を
整
理
の
上

釈
文
を
刊
行
す
る
（『
身
延
山
資
料
叢
書
』
九
）
に
あ
た
っ
て
、
本
書
の
概
観
を
踏
ま
え
た
新
知
見
を
紹
介
し
、
近
世
初
頭
に
あ
ら
わ

れ
た
歌
人
僧
と
し
て
の
日
重
の
姿
を
描
き
上
げ
よ
う
と
す
る
。

　
『
和
語
雑
雑
抄
』
の
内
容
は
、
和
歌・

連
歌・

歌
論
等
の
古
典
の
抄
出
を
主
軸
と
し
、
日
重
の
評
論
と
体
験
を
随
所
に
書
き
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
特
に
老
境
に
あ
る
無
常
観
が
仏
教
思
想
と
相
俟
っ
て
、
抄
出
す
る
古
典
の
選
択
に
反
映
し
て
い
る
。
法
華
宗
の
僧
で

あ
る
か
ら
、
数
少
な
い
宗
祖
と
遠
慮
が
ち
に
記
し
た
自
詠
の
歌
に
、
法
華
信
仰
の
心
情
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
重
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
従
来
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
連
歌
師
の
石
井
了
派
の
孫
で
、
父
は
天
文
法
華
乱
の
折
に

本
国
寺
で
討
ち
死
に
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
母
方
も
連
歌
師
の
出
で
、
連
歌
を
家
職
と
し
た
環
境
の
な
か
に
出
生
し
た
こ

と
が
明
確
と
な
っ
た
。
ま
た
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
堺・

奈
良
方
面
で
仏
教
の
基
礎
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
和
歌・

連
歌
の
世
界
に
入
り
、

と
く
に
里
村
紹
巴
と
は
一
生
を
通
じ
て
深
く
交
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
歌
を
通
じ
て
、
織
田
信
長・

明
智
光
秀
を
は
じ
め
と
す

る
畿
内
の
戦
国
武
将
と
も
、
つ
な
が
り
を
広
く
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

日
重
は
、
住
持
し
た
京
都
本
満
寺
に
庵
室
を
構
え
て
晩
年
を
過
ご
し
、
室
内
に
は
豊
か
な
蔵
書
を
備
え
て
い
た
。
そ
の
目
録
を
み

る
と
、
和
歌・

連
歌
の
古
典
の
基
本
的
な
典
籍
は
ほ
と
ん
ど
揃
っ
て
い
て
、
当
時
に
名
だ
た
る
宗
教・

文
化
人
の
文
化
的
営
為
の
姿

が
し
の
ば
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
重
が
著
し
た
『
見
聞
愚
案
記
』
な
ど
の
漢
文
の
仏
教
書
に
、
古
典
の
和
歌
を
数
多
く
引
用
し
て
、

文
意
の
理
解
と
雰
囲
気
を
整
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
漢
文
の
仏
教
書
を
、
和
歌
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本

の
精
神
的
風
土
に
な
じ
ま
せ
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
中
世
と
近
世
の
交
に
現
れ
た
、
優
れ
た
学
問
僧
で
あ
る
と
と
も

に
、
歌
学
の
素
養
を
具
え
た
文
人
僧
日
重
に
つ
い
て
、
そ
の
片
鱗
を
描
い
て
み
た
。
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は
じ
め
に

　

身
延
山
久
遠
寺
の
「
身
延
文
庫
」
に
、
近
世
初
頭
に
身
延
山
久
遠
寺
の
第
二
十
世
住
持

の
日
重
（
一
五
四
九
―
一
六
二
三
）
が
著
し
た
、『
和
語
雑
雑
抄
』
が
伝
来
し
て
い
る
。
和
文
で

筆
記
さ
れ
た
こ
の
書
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
法
華
宗
の
僧
と
し
て
の
日
重
が
受
け
止
め

た
、
和
歌・

連
歌
を
中
心
と
す
る
古
典
文
学
の
受
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

日
重
は
京
都
本
満
寺
の
住
持
で
、
京
都
に
お
け
る
法
華
宗
の
学
匠
と
し
て
令
名
を
馳
せ
、

後
に
身
延
山
久
遠
寺
に
招
聘
さ
れ
、
法
華
教
学
を
め
ぐ
る
多
く
の
書
を
遺
し
て
い
る
。
な

か
で
も
晩
年
に
著
し
た
『
見
聞
愚
案
記（

注
１
）』
に
は
、
漢
文
に
よ
る
仏
教
書
の
抄
出
の
合
間
に

古
典
の
和
歌・

連
歌
等
を
引
用
し
、
難
解
な
文
脈
を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
位
置
付
け

て
い
る
。
い
わ
ば
、
仮
名
文
で
表
記
さ
れ
る
「
和
語
」
に
よ
っ
て
、
漢
文
の
仏
書
を
日
本

の
精
神
的
風
土
に
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
営
み
が
垣
間
見
え
る
。
こ
の
『
見
聞
愚
案
記
』

と
ほ
ぼ
同
時
進
行
の
形
で
、
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
の
四
年

間
を
か
け
て
著
し
た
の
が
、
身
延
山
久
遠
寺
の
身
延
文
庫
に
伝
来
す
る
『
和
語
雑
雑
抄
』

の
十
九
冊（

注
２
）で
、
和
歌
連
歌
の
古
典
と
歌
論
集
の
抄
出
が
大
部
を
占
め
、
自
ら
の
見
解
を
書

き
加
え
る
内
容
で
あ
る
。

日
重
と
『
和
語
雑
雑
抄
』

　

近
世
初
頭
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
教
学
の
巨
匠
と
し
て
日
重
の
名
は
と
み
に
高
く
、
身
延

山
の
中
興
の
祖
と
し
て
弟
子
の
日
乾・

日
遠
と
と
も
に
「
重

じ
ゅ
う

乾け
ん

遠お
ん

三さ
ん

師し

」
と
崇
敬
さ
れ
て

い
る
。
日
重
は
、『
和
語
雑
雑
抄
』
に
み
ず
か
ら
「
花
洛
本
満
寺
十
二
世　

身
延
山
久
遠
寺

二
十
世（

注
３
）」

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
京
都
本
山
本
満
寺
と
身
延
山
久
遠
寺
の
住
持
に
歴
任

し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
み
ず
か
ら
身
延
山
久
遠
寺
に
は
赴
か
ず
、
弟
子
の
日
乾・

日
遠
を
住
持
と
し
て
推
挙
し
て
い
る
。

　

身
延
文
庫
に
伝
来
す
る
日
重
に
か
か
わ
る
書
物
に
は
、
自
著
の
『
重
談
抄
』『
扶
助
妙
義

抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
教
学
書
と
と
も
に
、
手
沢
本
と
し
て
「
外
典
」
の
範
疇
に
属
す
る

『
礼
記
正
義
』『
日
本
書
紀
』『
源
氏
物
語
』
が
あ
り
、
自
著
の
『
和
語
雑
雑
抄
』
な
ど
を
加

え
、
日
重
に
よ
っ
て
身
延
山
久
遠
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る（

注
４
）。

こ
れ
ら
の
内
『
和

語
雑
雑
抄
』
は
国
書
と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
全
体
的
に
乱
丁
が
激
し
く
て

整
理
も
ま
ま
な
ら
ず
、
内
容
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
た
び
身
延
山
久
遠
寺
法
主
内
野
日
総
猊
下
か
ら
文
化
財
研
究
調
査
委
員
長
に
任
じ

ら
れ
た
の
を
機
に
、
難
解
な
『
和
語
雑
雑
抄
』
の
翻
刻
を
試
み
る
機
会
を
得
た
。
本
文
と

そ
の
解
説
は
別
に
紹
介
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
宗
教
家
よ
り
別
の
一
面
、
和
歌・

連
歌
等

を
主
体
と
す
る
「
和
語
」
の
古
典
文
学
の
世
界
に
分
け
入
っ
た
日
重
の
営
み
を
、『
和
語
雑

雑
抄
』
の
な
か
か
ら
描
き
上
げ
て
み
よ
う
。

　

現
在
、
身
延
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
和
語
雑
雑
抄
』
は
、
料
紙
を
四
つ
折
り
に
し

て
綴
じ
た
縦
一
七・

二
糎
に
横
二
四・

七
糎
ほ
ど
の
横
長
の
帖
で
、
一
部
に
紙
背
文
書
を

残
し
て
い
る
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
正
月
二
十
五
日
付
の
「
雑
雑
記　

入
箱
記
」
に
よ
る

と
、
本
来
は
十
九
冊
か
ら
な
っ
て
い
た
が
す
で
に
第
十
二
と
十
三
帖
が
失
わ
れ
、
し
か
も

「
余
む
し
は
ミ
散
々
成
り
居
候
」
と
虫
損
と
綴
じ
の
破
損
に
よ
っ
て
乱
丁
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
改
め
て
十
四
束
に
ま
と
め
て
新
調
の
桐
箱
に
収
め
て
い
る（

注
５
）。
こ
の
よ
う
に
『
和
語
雑

雑
抄
』
は
近
世
後
期
か
ら
す
で
に
相
当
荒
廃
し
て
い
た
が
、
日
重
の
著
書
と
し
て
の
存
在

に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
か
な
り
注
目
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
時
代
の
日
蓮
宗
の
僧

で
文
人
と
し
て
知
ら
れ
た
深
草
元
政
は
、『
草
山
集
』「
本
満
寺
日
重
伝
」
の
な
か
で
、「
倭

歌
を
嗜
む
者
、
之
を
写
し
て
、
枕
中
の
秘
と
為
す
」
と
称
賛
し
て
い
る（

注
６
）。
そ
の
後
昭
和
に

い
た
る
ま
で
、
幾
度
も
整
序
と
翻
刻
が
意
図
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
企
て
に

成
功
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
度
の
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
内
題
の
脇
に
執
筆
開
始
の
日
付
が
筆
記
さ
れ
て
い
る

帖
を
選
ん
で
、
改
め
て
年
代
順
に
揃
え
て
編
集
し
、
注
目
す
べ
き
記
事
の
帖
を
僅
か
な
が

ら
こ
れ
に
加
え
た
。
こ
れ
ら
の
帖
も
ほ
と
ん
ど
が
零
本
で
、
原
本
の
形
を
全
体
的
に
整
え

終
わ
る
こ
と
は
不
可
能
な
状
態
に
あ
り
、
端
本
が
か
な
り
未
整
理
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
全
体
的
に
不
揃
い
と
は
い
う
も
の
の
、『
和
語
雑
雑
抄
』
の
内
容
は
ほ
ぼ
見
当
が

つ
く
状
態
で
あ
る
。
本
来
は
各
帖
ご
と
に
年
代
順
の
帖
の
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、

全
体
が
揃
う
見
通
し
が
全
く
立
た
な
い
の
で
、
こ
れ
は
無
視
し
て
改
め
て
編
集
し
な
お
し

た
。老

境
の
感
懐

　

日
重
は
、
五
十
五
歳
に
な
っ
た
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
、
本
満
寺
に
庵
室
を
構
え
て
退

隠
し
た
。
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
身
延
山
久
遠
寺
の
住
持
に
懇
請
さ
れ
た
が
こ
れ
を
固
辞

し
て
、
弟
子
の
日
乾
、
次
い
で
日
遠
を
推
し
て
自
分
は
赴
か
な
か
っ
た（

注
７
）。

　

庵
室
に
あ
っ
て
は
、
今
ま
で
自
ら
が
習
得
し
た
日
蓮
教
学
を
中
心
に
仏
教
学
の
知
識
を

ま
と
め
、
今
ま
で
親
し
ん
で
き
た
和
歌
と
連
歌
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
学
の
世
界
に
没

入
し
、
と
に
か
く
書
き
留
め
る
こ
と
に
専
念
し
た
。
慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
の
春
に
六
十

七
歳
の
老
年
を
迎
え
て
、
教
学
書
の
『
見
聞
愚
案
記
』
と
日
本
古
典
文
学
の
『
和
語
雑
雑

抄
』
の
著
述
を
同
時
進
行
の
形
で
始
め
た
の
は
、
庵
室
で
の
長
年
に
わ
た
る
こ
の
よ
う
な

営
み
が
土
台
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
生
涯
の
総
ま
と
め
と
も
い
う
べ
き
で
こ
の
両

書
の
執
筆
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
日
重
は
『
和
語
雑
雑
抄
』
の
冒
頭
に
そ
の
意
図
と

感
懐
を
し
み
じ
み
と
述
懐
し
て
い
る
。
最
初
の
帖
に
あ
た
る
慶
長
二
十
年
二
月
二
十
四
日

に
は
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
て
、
そ
の
心
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

老
後
、
こ
と
に
病
中
ゆ
く
方
も
な
く
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
日
を
暮
し
か
ね
、
昔

見
し
事
心
に
浮
か
ぶ
次
第
、
六
十
七
歳
の
老
眼
を
拭
き
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
付

け
り
、
我
さ
へ
か
た
腹
い
た
し
、

　

こ
の
一
冊
を
五
日
間
で
書
き
上
げ
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
次
の
巻
を
書
き
始
め
る
、
矢
継
ぎ

早
の
筆
の
走
り
で
あ
る
。
慶
長
二
十
年
二
月
二
十
九
日
に
執
筆
を
始
め
た
次
の
帖
の
冒
頭

に
は
、
一
冊
を
書
き
終
わ
っ
た
反
省
を
こ
め
て
、
自
省
め
い
た
一
文
を
か
か
げ
る
。

不
堪
と
い
ひ
老
耄
と
い
ひ
病
中
と
い
ひ
、
昔
見
し
事
聞
き
し
事
、
そ
こ
は
か
と
な
く

書
付
る
故
に
、
歌
の
手
尓
葉
、
歌
作
者
、
集
の
名
な
ん
と
ち
が
ひ
た
る
事
お
ほ
か
る

べ
し
と
、
こ
と
に
思
ひ
出
る
ま
ま
に
筆
に
ま
か
せ
て
書
付
る
間
、
四
季
の
内
に
て
も

次
第
な
ん
ど
愚
定
あ
る
べ
か
ら
ず
、
智
□
れ
か
し
と
書
置
斗
□
、
謎
立
や
う
な
る
事

さ
へ
、
理
路
の
す
ミ
た
る
は
知
恵
を
磨
き
た
る
に
成
る
と
い
ふ
也
。

　

こ
の
第
二
冊
も
、
一
月
余
り
の
間
に
は
完
成
し
て
、
慶
長
二
十
年
四
月
十
一
日
に
は
第

三
冊
目
に
入
り
、
冒
頭
に
は
こ
の
書
を
見
る
者
へ
の
用
心
を
述
べ
て
い
る
。

老
耄
殊
病
中
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
思
ひ
出
る
事
、
筆
に
ま
か
せ
書
付
、
萬
不ﾚ

可ﾚ

有ｲ

実
理ｱ

、
小
僧
等
自
然
見
る
と
も
用
心
す
べ
し
。

　

巻
頭
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
述
懐
を
み
る
と
、
還
暦
の
年
を
は
る
か
に
超
え
て
、
い
よ

い
よ
古
稀
の
年
に
近
い
わ
が
身
に
老
い
の
病
を
得
た
こ
と
が
、「
ま
と
め
」
と
も
い
う
べ
き

著
作
を
発
意
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
病
は
、
病
臥
す
る
程
の

重
い
病
で
は
な
い
ら
し
く
、
三
冊
目
の
執
筆
を
始
め
た
七
日
目
に
は
『
見
聞
愚
案
記
』
巻

一
を
書
き
始
め
て
、
十
五
日
後
の
翌
月
の
三
日
に
は
完
結
し
、「
蒙
昧
殊
病
中
不ﾚ

可ﾚ

有ｲ

正
理ｱ

」
と
内
題
の
下
に
書
き
入
れ
て
い
る
。
矢
継
ぎ
早
の
帖
の
完
成
か
ら
見
る
と
驚
く
程

の
速
筆
で
あ
り
、
し
か
も
記
述
は
正
確
で
誤
字
や
訂
正
の
跡
も
稀
で
、『
和
語
雑
雑
抄
』

『
見
聞
愚
案
記
』
と
も
に
正
確
な
記
述
が
続
い
て
い
る
。
病
中
と
は
い
え
不
堪
で
も
老
耄
で

も
な
か
っ
た
が
、
視
力
が
落
ち
て
「
老
眼
を
拭
い
て
」
筆
を
走
ら
せ
る
と
き
、
誤
謬
の
恐

れ
は
深
く
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
長
い
庵
居
の
間
の
営
み
を
書
に
ま
と
め
上
げ
て
、

「
萬
不ﾚ

可ﾚ

有ｲ

実
理ｱ

」
と
云
い
、
実
利
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
後
進
の
弟
子
た
ち
に
読

ま
せ
よ
う
と
、
老
い
の
情
熱
を
か
き
立
て
て
著
し
た
両
書
で
あ
る（

注
８
）。

　

日
重
の
執
筆
に
臨
ん
で
の
こ
の
よ
う
な
感
懐
は
、『
和
語
雑
雑
抄
』
の
記
述
を
通
じ
て
、

和
歌・
連
歌
を
抄
出
し
そ
の
心
を
叙
述
す
る
底
流
を
な
し
て
い
る
。「
老
少
不
定
」「
諸
行

無
常
」
の
世
を
想
い
、
成
仏
得
道
を
期
す
心
が
執
筆
を
急
が
せ
た
。『
見
聞
愚
案
記
』
の
末

尾
に
は
、「
妙
題
を
唱
え
、
こ
の
功
力
に
乗
じ
て
自
他
共
に
必
ず
寂
光
に
到
ら
ん
と
願
ず

る
」
こ
と
こ
そ
、「
最
初
心
の
用
心
」
と
結
論
づ
け
て
い
て
、
そ
の
心
意
は
『
和
語
雑
雑

抄
』
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
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日
蓮
の
和
歌

　

日
重
は
、
仏
教
学
に
対
す
る
該
博
な
知
識
を
備
え
、
日
蓮
遺
文
に
精
通
し
た
学
匠
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
和
歌
へ
の
深
い
関
心
が
、
日
蓮
が
詠
ん
だ
と
伝
え
る
詠
歌
に
向
か

う
の
は
当
然
の
こ
と
で
、「
蓮
祖
の
御
詠
」
と
伝
え
る
次
の
五
首
を
あ
げ
て
い
る
。

心
と
ハ
よ
こ
し
ま
に
ふ
る
雨
ハ
あ
ら
じ
風
こ
そ
夜
の
窓
ハ
う
つ
ら
め

う
つ
ぶ
さ
に
さ
の
み
は
人
の
ね
ら
れ
ね
ば
月
を
み
の
ぶ
に
を
き
帰
る
哉

立
わ
た
る
身
の
浮
雲
も
晴
ぬ
べ
し
た
へ
ぬ
御
法
の
鷲
の
山
風

あ
し
の
葉
の
す
が
た
は
舟
に
似
た
れ
ど
も
難
波
の
人
を
ゑ
こ
そ
わ
た
さ
ね

此
寺
を
た
れ
き
よ
す
み
と
名
付
け
ん
濁
り
て
と
け
る
五
字
の
法
も
ん

　

一
首
目
は
、「
悪
鬼
入
其
身
」
の
一
句
を
題
に
、
人
の
心
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
暗
夜
の

窓
を
音
高
く
打
つ
の
は
強
い
風
だ
ろ
う
。
横
向
き
に
降
る
雨
な
ど
は
な
い
よ
う
に
、
人
の

心
は
も
と
よ
り
邪
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
性
善
説
の
心
を
詠
む
。
二
首
目
は
、
富
士
川
縁

の
内
房
か
ら
身
延
に
帰
る
時
の
歌
で
、
月
を
身
延
の
空
に
置
い
て
、
そ
れ
を
頼
り
に
夜
道

を
帰
る
心
を
詠
む
。
月
だ
け
が
頼
り
の
帰
り
道
で
あ
る
。
三
首
目
は
、
身
を
覆
っ
て
い
る

心
の
雲
は
す
っ
き
り
と
晴
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
身
延
山
に
は
霊
山
浄
土
の
『
法
華
経
』

の
風
が
吹
い
て
い
る
の
に
。
四
首
目
は
、「
若
心
小
乗
化
（
教
）」
の
一
句
を
題
に
、
小
乗
教

に
譬
え
る
葦
の
細
い
葉
は
、
舟
の
形
に
似
て
は
い
る
も
の
の
、
悩
め
る
衆
生
を
悟
り
の
彼

岸
に
渡
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
五
首
目
は
、
日
蓮
が
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
題
目

を
初
め
て
唱
え
た
清
澄
山
で
詠
ん
だ
歌
で
、
題
目
で
世
の
濁
り
を
解
い
て
清
ら
か
に
す
る

こ
の
寺
を
、
清
澄
山
と
さ
な
が
ら
に
名
付
け
た
の
は
一
体
誰
で
あ
ろ
う
か
。
大
略
こ
の
よ

う
な
意
で
あ
る（

注
９
）。

　

日
重
は
、
こ
の
五
首
を
連
歌
師
の
紹
巴
に
語
っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
面
白
い
歌
と
い
っ

て
感
心
さ
れ
、
特
に
一
首
目
の
「
心
と
は
�
」
の
歌
は
「
感
情
あ
り
」
と
高
く
評
価
さ
れ

た
と
い
う
。
ま
た
、
日
重
の
祖
父
に
あ
た
る
連
歌
師
了
派
は
、
こ
の
五
首
を
「
末
の
集
」

に
入
れ
た
と
語
っ
た
が
、
そ
れ
も
幼
年
の
頃
で
あ
っ
た
か
ら
、
集
の
書
名
な
ど
を
詳
し
く

聞
い
て
お
か
な
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る

）
（注

（
注

。
日
蓮
が
詠
ん
だ
和
歌
と
伝
え
る
こ
の
五
首
に

は
、
日
蓮
の
生
涯
ゆ
か
り
の
甲
州
身
延
山
の
墓
所
と
、
題
目
を
初
め
て
唱
え
た
安
房
の
清

澄
山
を
『
法
華
経
』
の
聖
地
と
仰
ぐ
、
清
新
な
信
仰
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
と
同
時
に
、『
和
語
雑
雑
抄
』
に
こ
の
五
首
を
書
き
留
め
た
日
重
の
、
宗
祖
日
蓮
の
聖

地
に
寄
せ
る
敬
慕
の
観
念
が
こ
こ
に
よ
く
表
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

日
重
の
詠
歌

　

日
重
は
、
事
に
触
れ
て
古
歌
を
思
い
出
す
こ
と
に
は
長
け
て
い
た
も
の
の
、
み
ず
か
ら

が
詠
ん
だ
和
歌
や
連
歌
を
公
表
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
元
和
二

年
（
一
六
一
六
）
大
雪
節
の
日
に
、
冬
雨
の
降
る
日
の
つ
れ
づ
れ
の
ま
ま
に
書
を
読
み
、
過
ぎ

去
っ
た
こ
ろ
の
人
を
思
い
な
が
ら
み
ず
か
ら
を
慰
め
て
、
一
首
を
詠
ん
だ
。

い
か
に
し
て
な
ぐ
さ
び
む
と
も
文
ど
も
を
よ
ま
で
過
ぎ
ゆ
く
人
に
と
は
ば
や

　

こ
の
自
作
の
和
歌
を
し
た
た
め
た
う
え
で
、「
わ
が
歌
か
た
る
片
腹
い
た
き
た
め
し
に
書

せ
り
、
ま
し
て
書
付
る
い
と
物
く
る
お
し
」
と
自
嘲
気
味
に
し
た
た
め
て
い
る
。
古
典
の

和
歌
に
造
詣
が
深
く
、
連
歌
の
家
に
生
ま
れ
て
優
れ
た
連
歌
師
に
囲
ま
れ
た
日
重
に
と
っ

て
、
自
作
の
和
歌
や
連
歌
を
臆
面
も
な
く
世
に
さ
ら
す
こ
と
を
憚
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
和
語
雑
雑
抄
』
に
収
め
た
日
重
の
和
歌・

連
歌
に
は
、
老
年
の
身
に
い
だ
く
深
い
無
常

観
と
哀
惜
の
情
が
深
く
表
わ
れ
て
い
る
。
日
重
が
六
十
歳
を
迎
え
よ
う
と
す
る
慶
長
十
五

年
（
一
六
一
〇
）
の
十
二
月
、「
暮
る
と
も
身
に
ハ
つ
も
ら
ぬ
年
も
か
な
」
の
一
句
を
「
歳
暮

の
歌
」
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
古
歌
の
「
数
ふ
れ
ハ
我
か
身
に
つ
も
る
年
月
を

送
り
む
か
ふ
と
な
に
い
そ
ぐ
ら
ん
」
を
本
歌
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
が
明
け
て
い
よ

い
よ
六
十
歳
の
春
を
迎
え
、
そ
の
所
感
を
二
首
に
詠
ん
だ
。

徒
に
あ
け
ぬ
暮
ぬ
と
送
り
き
て
六
十
の
春
に
あ
ひ
に
け
る
哉

な
が
ら
へ
て
は
縦
い
六
十
を
送
る
と
も
半
は
す
ぎ
ぬ
あ
ぢ
き
な
の
身
や

　

次
い
で
翌
年
の
慶
長
十
六
年
正
月
に
は
、
近
衛
殿
に
お
い
て
俳
諧
の
会
が
催
さ
れ
、
日
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重
は
「
目
は
か
す
み
耳
し
た
が
は
ぬ
今
年
哉
」
の
発
句
に
、「
六
十
而
耳
順
の
心
ば
え
也
」

と
解
説
を
つ
け
て
い
る
。
い
よ
い
よ
六
十
歳
で
耳
順
の
年
に
な
り
昔
の
勢
い
は
な
く
、
残
っ

た
半
生
は
い
っ
た
い
ど
う
過
ご
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
漠
然
と
し
た
不
安
が
心
を
よ
ぎ
る
連

歌
で
あ
る
。

　
『
和
語
雑
雑
抄
』
を
執
筆
し
て
い
る
老
病
の
今
、
も
し
病
が
急
に
重
く
な
っ
て
臨
終
を
迎

え
る
と
、
病
苦
に
取
り
紛
れ
て
思
う
こ
と
を
果
た
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
憂
え
、「
か
ね
て

の
辞
世
お
か
し
け
れ
共
」
と
二
首
を
詠
ん
で
弟
子
た
ち
に
託
し
た
。

眺
こ
し
浮
世
の
花
ハ
ち
り
ぬ
と
も
鷲
の
高
根
に
あ
り
明
の
月

法
花
経
の
教
を
き
く
に
た
の
も
し
な
処
は
寂
光
身
は
仏
な
り

　

一
首
目
の
「
鷲
の
高
根
」
は
、『
法
華
経
』
が
説
か
れ
た
霊
鷲
山
の
こ
と
で
、
現
身
の
こ

の
体
は
な
く
な
っ
て
も
、
来
世
に
は
釈
尊
が
『
法
華
経
』
を
説
法
さ
れ
る
霊
鷲
山
の
浄
土

に
き
っ
と
い
る
信
じ
て
の
歌
で
あ
る
。
二
首
目
は
、
法
華
経
の
教
え
を
聴
く
の
は
頼
も
し

い
も
の
よ
、
死
後
に
は
常
寂
光
土
に
赴
き
、
仏
の
身
と
な
る
の
だ
か
ら
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
と
も
に
法
華
経
信
仰
に
よ
る
、
来
世
の
成
仏
へ
の
期
待
と
確
信
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
で

あ
る
。

　

秋
に
な
っ
て
日
重
は
便
宜
を
得
て
、
身
延
山
の
住
持
と
な
っ
た
日
遠
の
も
と
に
、「
入
を

見
よ
出
る
を
し
見
ん
空
の
月
」
の
発
句
を
送
っ
た
。
す
る
と
日
遠
の
も
と
か
ら
「
山
中
者

被ｲ

招
寄ｱ

」
を
賦
し
た
百
句
が
あ
っ
て
、
懐
紙
を
送
り
届
け
て
き
た
が
、
そ
の
執
筆
者
が

堯
順
だ
と
聞
い
て
懐
か
し
く
感
じ
た
と
い
う
。
石
井
家
の
出
で
甥
に
あ
た
る
日
遠
が
、
身

延
山
で
連
歌
会
を
催
し
た
事
実
が
、
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
窺
え
る
。

　

や
が
て
六
十
七
歳
も
末
に
な
っ
た
日
重
は
、
病
中
に
間
も
な
く
迎
え
る
古
稀
の
歳
を
思

い
、
寂
し
さ
の
あ
ま
り
感
懐
を
一
首
に
詠
ん
で
い
る
。

七
十
に
お
よ
べ
る
年
の
暮
な
れ
ば
な
に
に
つ
け
て
も
物
ぞ
悲
し
き　
　
　
　

日
重

　

ま
た
、
京
都
法
華
宗
本
山
の
妙
顕
寺
住
持
日
紹
（
一
五
四
二
―
一
六
二
二
）
は
、
三
年
来
腰
が

た
た
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
よ
う
や
く
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
を
祝
し
て　

た

ち
て
こ
よ
遠
き
木
陰
の
郭
公　

の
一
句
を
贈
っ
た
。
住
持
の
日
紹
は
と
て
も
満
足
し
た
と

い
う
。

　

あ
る
年
の
四
月
下
旬
に
、「
烏
丸
亜
相
、
正
親
町
黄
門
等
、
各
誘
引
申
し
東
山
霊
山
へ
花

見
に
」
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
の
一
首
で
は
、
咲
く
時
期
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の

に
、
ま
だ
散
ら
ず
に
残
っ
て
い
る
桜
を
詠
ん
だ
。

心
あ
り
て
君
が
た
め
に
と
散
り
残
る
花
を
ば
よ
き
よ
春
の
山
風

　

老
年
の
一
年
一
年
は
目
ま
ぐ
る
し
く
過
ぎ
去
っ
て
行
く
。
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
の
歳
暮

の
発
句
と
和
歌
は
、
そ
の
せ
わ
し
き
姿
を
詠
ん
で
い
る
。

一
と
せ
は
め
く
り
も
あ
へ
ぬ
時
雨
哉

暮
る
る
と
も
身
に
は
つ
も
ら
ぬ
年
も
か
な

数
ふ
れ
ば
我
が
身
に
つ
も
る
年
月
を
送
り
迎
ふ
と
な
に
い
そ
ぐ
ら
ん

い
よ
い
よ
年
が
明
け
る
と
、
と
て
も
さ
わ
や
か
な
元
日
の
空
が
ひ
ろ
が
っ
た
。

か
ぎ
り
い
づ
思
ひ
の
外
の
け
ふ
の
春

元
和
四
年
に
は
、
日
重
も
い
よ
い
よ
七
十
歳
、
古
稀
の
歳
を
迎
え
た
。

世
に
ふ
る
も
稀
な
る
歳
の
初
哉

こ
の
発
句
に
、
烏
丸
大
納
言
光
広
は
二
句
を
詠
み
、「
ま
た
き
雪
間
�
」
を
選
ん
で
付
け

た
。

ま
た
き
雪
間
の
わ
か
な
つ
む
袖

あ
ひ
に
あ
ひ
ぬ
稀
な
る
年
の

日
重
は
、
も
う
一
首
を
挙
げ
て
い
る
。

七
十
に
な
り
て
も
な
ど
か
物
ご
と
に
矩
を
こ
へ
ぬ
る
わ
が
身
な
る
ら
ん

　

庵
室
に
老
年
を
過
ご
す
日
重
は
、
病
中
の
日
々
を
送
る
自
ら
の
姿
を
観
照
し
な
が
ら
、

和
歌・
連
歌
を
詠
み
続
け
た
。
そ
の
机
上
に
は
、
執
筆
中
の
『
見
聞
愚
案
記

）
（（

（
注

』
の
草
稿
が

あ
り
、『
和
語
雑
雑
抄
』
の
記
事
と
重
複
す
る
部
分
も
み
ら
れ
る
。
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日
重
の
家
と
交
友

　

日
重
は
、
石
井
了
派
を
祖
と
す
る
連
歌
師
の
家
に
生
ま
れ
、『
和
語
雑
雑
抄
』
に
は
み
ず

か
ら
「
祖
父
了
派
」
と
記
し
て
い
る

）
（注

（
注

。
母
方
の
叔
父
に
は
連
歌
師
の
石
井
英
怙
（
～
一
六
〇

七
）
（注

（
注

）
が
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
和
歌・

連
歌
の
環
境
に
包
ま
れ
て
い
た
。
石
井
家
の
家
系

に
つ
い
て
は
『
石
井
三
家
系
図

）
（注

（
注

』
が
あ
り
、
こ
れ
に
私
見
を
加
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
大

ま
か
な
継
承
関
係
が
わ
か
る
。

　
　
〔
石
井
家
の
系
図
〕

　
　
　

了
派
─

┬
─

了
英
─
─
了
玄
─

┬
─

了
倶

　
　
　
　
　

 

│　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　

 

│　
　
　
　
　
　
　

└
─

日
遠

　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　

 

├
─

英
怙

　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　

 

└
─

母
─

─
┐

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

├
─

日
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

　
　
　
　
　
　
　

父
─

─
┘

　

派
祖
了
派
の
子
に
了
英
が
あ
り
、
了
玄・

了
倶
と
次
第
す
る
家
系
で
あ
る
。
了
英
は
天

文
五
年
（
一
五
三
六
）
の
「
天
文
法
華
の
乱
」
に
遭
遇
し
て
法
華
一
揆
に
参
加
し
、
比
叡
山
を

は
じ
め
と
す
る
諸
宗
の
連
合
軍
と
戦
っ
た
闘
士
で
、
攻
撃
さ
れ
た
本
国
寺
を
守
っ
て
い
た

が
七
月
二
十
七
日
に
討
死
し
た
。
こ
の
よ
う
に
石
井
家
は
当
時
の
京
都
の
町
で
繁
栄
し
た

法
華
宗
の
信
者
で
、
討
死
し
た
了
英
の
跡
を
了
玄
が
継
い
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
了
玄
が
天

正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
中
風
に
か
か
っ
て
没
し
た
の
で
、
さ
ら
に
そ
の
跡
を
了
倶
が
継
承
し

て
い
る
。

　

連
歌
師
石
井
家
の
系
譜
の
な
か
で
、
日
重
は
了
玄
と
同
じ
世
代
で
あ
る
が
、
生
ま
れ
た

の
は
了
英
の
没
後
の
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
で
あ
る
か
ら
、
二
人
は
兄
弟
で
は
な
く
従
兄

弟
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
了
玄
の
第
二
子
は
日
重
の
弟
子
と
な
っ
て
日
遠
と
称
し
、
後

に
日
重
の
委
嘱
を
う
け
て
身
延
山
久
遠
寺
の
住
持
と
な
り
、
宗
門
の
学
匠
と
し
て
異
彩
を

放
っ
た
僧
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
日
重
と
そ
の
弟
子
日
遠
は
、
了
派
を
祖
と

す
る
連
歌
師
の
一
族
に
生
ま
れ
た
深
い
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
。
了
派
は
法
華
宗
の
熱
心
な

信
者
で
、
子
息
の
了
英
は
法
華
一
揆
に
参
加
し
て
天
文
法
華
の
乱
に
本
国
寺
を
守
っ
て
戦

死
し
た
。
日
重
と
日
遠
が
相
次
い
で
出
家
し
て
日
蓮
宗
の
僧
と
な
り
、
日
重
が
生
涯
に
わ

た
り
和
歌・

連
歌
の
道
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
家
の
系
譜
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
日
重
の
仏
教
界
に
お
け
る
位
置
は
、
み
ず
か
ら
「
花
洛
本
満
寺
十
二
世　

身
延
山

久
遠
寺
二
十
世

）
（注

（
注

」
と
記
し
た
よ
う
に
、
遂
に
は
宗
門
に
お
け
る
ト
ッ
プ
の
座
に
位
置
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
和
歌・

連
歌
の
家
柄
を
も
と
に
、
京
都
を
は
じ
め
と
す
る
畿
内
の
文
化
人

と
の
交
流
も
深
く
、
幅
広
い
文
化
活
動
の
姿
が
窺
え
る
。

　

京
都
を
舞
台
と
す
る
寛
永
文
化
の
一
翼
を
担
っ
た
文
人
の
公
家
に
烏
丸
光
広
（
一
五
七
九

～
一
六
八
三
）
が
あ
り
、
幼
時
に
日
重
の
も
と
に
師
事
し
、
こ
れ
が
学
問
や
諸
芸
に
目
を
開
く

契
機
に
な
っ
た
と
伝
え
る
。
後
年
に
は
日
重
ら
の
月
次
の
連
歌
会
に
加
わ
っ
て
い
た
よ
う

で
、
日
重
の
「
暮
る
と
も
夢
の
ま
な
ら
ぬ
年
も
か
な
」
に
、「
見
し
春
秋
の
花
の
冬
枯
れ
」

と
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、
日
重
の
庵
の
花
盛
り
に
、
日
重
の
「
法
の
師
の
心
の
花
も
色
そ

へ
て
」
に
、
光
広
は
「
春
に
ひ
ら
く
る
庭
桜
哉
」
と
つ
け
て
、
日
重
と
光
広
の
子
弟
関
係

を
詠
み
表
わ
し
て
い
る
。

　

日
重
と
連
歌
師
と
の
交
流
は
、
紹
巴
と
の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
連
歌
の
会
を
場
と

し
て
広
が
り
を
見
せ
た
。
伊
藤
伸
江
氏
は
『
心
敬
連
歌
―
訳
注
と
研
究
―
』
に
お
い
て

）
（注

（
注

、

「
法
華
宗
寺
院
に
は
、
住
持
た
ち
を
中
心
都
市
、
貴
顕
や
武
士
ら
が
歌
会
、
連
歌
会
に
つ
ど

う
文
芸
サ
ロ
ン
が
寺
ご
と
に
発
達
し
、
本
能
寺
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
」
と
指
摘
す

る
。
法
華
宗
の
寺
院
や
巷
間
の
談
義
所
で
は
、
大
勢
の
信
者
を
集
め
て
法
華
談
義
が
行
わ

れ
、
信
仰
面
に
限
ら
ず
文
化
面
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
特
に
本
満
寺
は
近
衛
家

と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
公
家
の
参
詣
が
顕
著
で
、
法
会・

法
談
の
終
了
後
に
は
住
持

坊
で
一
献
を
傾
け
る
こ
と
も
あ
っ
た

）
（注

（
注

。
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堺
と
奈
良

　

日
重
は
連
歌
師
の
家
系
に
生
ま
れ
た
と
は
い
え
、
幼
に
し
て
出
家
し
て
日
蓮
宗
の
僧
と

な
っ
た
上
は
、
仏
教
学
の
習
得
に
励
む
こ
と
が
常
道
で
あ
っ
た
。
中
世
末
期
の
法
華
（
日

蓮
）
宗
で
は
、
堺
の
油
屋
常
言
の
外
護
に
よ
っ
て
、
妙
国
寺
の
日
珖
を
中
心
に
「
三
光
無

始
会
」
が
開
か
れ
て
、
そ
の
動
向
は
宗
内
の
泉
南
学
派
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
日
重

が
、
堺
に
赴
い
て
こ
の
会
に
参
加
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
修
学
の
合
間
に
和
歌
を
学

ん
で
い
た
よ
う
で
、『
和
語
雑
雑
抄
』
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。

堺
ニ
本
覚
院
等
珍
ト
テ
紹
巴
ノ
連
歌
ノ
弟
子
ア
リ
シ
ガ
、
此
集
ヲ
講
釈
セ
リ
、
三
大

部
聴
聞
ノ
疎
ニ
聴
聞
セ
シ
也
、
五
十
年
已
前
ノ
事
也
、
今
病
中
ニ
徒
然
ナ
ル
マ
ゝ
、

聴
聞
セ
シ
事
共
九
牛
之
一
毛
程
也
、
片
腹
痛
物
ク
ル
オ
シ
キ
事
也
、

　

三
光
無
始
会
の
講
会
は
堺
の
頂
源
寺
で
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
は
じ
ま
り
、『
法
華

文
句
』『
法
華
玄
義
』『
魔
訶
止
観
』
の
「
天
台
三
大
部
」
を
講
説
し
て
、
元
亀
四
年
（
一
五

七
三
）
に
終
わ
っ
た
。
日
重
が
こ
の
講
席
に
臨
ん
だ
の
は
、「
五
十
年
已
前
ノ
事
也
」
と
述

懐
し
て
い
る
か
ら
、
永
禄
十
一
年
に
開
講
さ
れ
た
当
初
か
ら
の
こ
と
で
、
二
十
歳
の
時
で

あ
っ
た
。

　

堺
に
滞
在
し
た
日
重
は
、「
天
台
三
大
部
」
の
講
義
を
聴
聞
の
か
た
わ
ら
、
紹
巴
の
連
歌

の
弟
子
本
覚
院
等
珍
か
ら
、
和
歌
の
講
釈
を
聴
い
た
。
こ
の
記
事
の
前
に
は
、「
古
今
ハ
悉

皆
覚
者
」「
連
歌
ノ
新
式
ノ
追
加
モ
牡
丹
花
（
肖
柏
）
ノ
追
加
ナ
リ
」「
定
家
ノ
拾
遺
愚
草
ノ

抄
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
等
珍
の
講
釈
は
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
等
珍
の
講
釈
は
か
な
り
充
実
し
て
い
て
、
日
重
は
老
年
で
病
の
中
で
は
あ
る
も
の
の
、

聴
聞
し
た
そ
の
内
容
の
わ
ず
か
九
牛
の
一
毛
を
覚
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
嘆
い
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
。
奥
田
勲
氏
は
、
当
時
の
堺
に
お
け
る
連
歌
の
盛
況
に
つ
い
て
、「
堺
伝
授
と

い
う
古
今
伝
授
の
一
流
を
も
た
ら
し
、
堺
の
富
商
の
経
済
力
を
背
景
に
し
」
た
連
歌
師
肖

柏
ゆ
か
り
の
文
学
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
述
べ
る

）
（注

（
注

。
紹
巴
と
そ
の
一
門
に
と
っ
て
、
堺

に
講
釈
の
場
を
設
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
日
重
が
、
肖
柏
が
主

導
す
る
堺
の
連
歌
を
「
堺
衆
ノ
歌
ノ
下
手
ナ
ハ
ル
ハ
拾
遺
愚
草
ヲ
覚
タ
ル
故
」
と
、
紹
巴

の
批
判
の
言
葉
を
記
し
た
上
で
、「
面
白
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
豪
商
の
富
を

背
景
に
し
て
連
歌
師
同
士
が
競
合
し
、
互
い
に
批
判
し
あ
っ
て
い
た
当
時
の
状
況
の
一
端

を
窺
わ
せ
る

）
（注

（
注

。

　

こ
の
後
、
日
重
は
唯
識
と
俱
舎
を
学
ぶ
た
め
に
南
都
奈
良
に
赴
き
、
学
問
の
為
に
滞
在

し
て
い
た
時
、
某
年
の
五
月
二
十
七
日
に
律
宗
の
不
退
寺
に
会
式
を
見
物
に
行
っ
た
。
こ

の
日
は
、
在
原
業
平
の
祥
月
命
日
に
あ
た
る
の
で
、
業
平
の
影
像
が
開
帳
さ
れ
、
こ
れ
を

見
る
た
め
に
終
焉
の
地
と
伝
え
る
不
退
寺
を
訪
ね
た
。
こ
の
業
平
の
絹
本
着
色
の
画
像
に

は
、
勅
筆
で
讃
が
揮
毫
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
た
だ
、
法
華
（
日
蓮
）
宗
の

僧
が
他
宗
の
寺
に
赴
く
こ
と
は
、
他
宗
の
供
養
を
受
け
る
こ
と
の
如
何
を
厳
し
く
追
及
す

る
、「
不
受
不
施
」
の
問
題
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
当
時
の
宗
門
の
状
況
下
で
は

躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
他
宗
の
寺
院
で
あ
る
不
退
寺
に
「
参
詣
」
で
は
な

く
て
、「
見
物
に
ゆ
き
た
り
し
」
と
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
て
い
る
。

　

日
重
は
、
在
原
業
平
の
歌
に
は
親
し
み
を
い
だ
き
、『
和
語
雑
雑
抄
』
に
お
い
て
特
に
そ

の
伝
記
と
歌
な
ど
に
触
れ
、『
万
葉
集
』『
伊
勢
物
語
』
の
記
事
を
中
心
に
し
て
出
自
や
作

歌
等
に
つ
い
て
も
考
察
を
進
め
て
い
る
。

　

二
十
代
の
日
重
に
つ
い
て
み
る
と
、
堺
の
三
光
無
始
会
を
聴
講
し
、
南
都
奈
良
に
赴
い

て
宗
派
を
超
え
た
仏
教
学
を
学
び
、
そ
の
傍
ら
堺
で
は
紹
巴
の
門
弟
か
ら
和
歌
の
講
釈
を

聴
き
、
奈
良
で
は
不
退
寺
な
ど
和
歌
に
ゆ
か
り
の
あ
る
旧
跡
を
訪
ね
た
。
日
重
に
み
る
法

華
信
仰
と
文
学
の
営
み
は
、
日
蓮
の
遺
文
を
精
読
し
て
得
た
深
い
知
見
を
、
広
く
仏
教
思

想
の
な
か
で
意
味
づ
け
、
仏
教
信
仰
の
情
感
を
和
歌
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
生
に
わ
た
る
信
仰
の
方
向
付
け
が
定
ま
っ
た
の
は
、
堺
と
奈
良
に
お
け
る
若
年
の

時
期
に
お
け
る
幅
広
い
修
学
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
紹
巴
と
そ
の
連
歌
一
門
と
の
密
接
な

交
わ
り
も
ま
た
、
堺
と
奈
良
で
の
滞
在
に
端
緒
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
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日
重
と
紹
巴

　

日
重
が
連
歌
師
紹
巴
の
一
門
に
加
わ
っ
た
の
は
二
十
代
の
前
半
と
み
ら
れ
、
そ
の
後
も

和
歌・

連
歌
の
関
係
を
持
ち
つ
づ
け
、
僧
侶
と
し
て
の
活
動
の
か
た
わ
ら
み
ず
か
ら
も
創

作
を
試
み
た
。
そ
の
う
え
、
紹
巴
と
石
井
家
と
は
、
連
歌
を
超
え
て
密
接
な
往
来
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
十
月
二
日
に
、
日
重
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
石
井
了
玄
が
中
風
で
急

逝
す
る
と
、
紹
巴
亭
で
弔
連
歌
を
興
行
し
、
紹
巴
は
「
わ
き
て
お
こ
る
風
を
恨
み
の
落
葉

哉
」
の
一
句
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
重
は
「
あ
た
る
風
中
風
也
、
風
に
あ

た
る
、
風
に
あ
て
ら
る
ゝ
也
、
為ﾚ

毒
所ﾚ
中
の
中
と
お
な
じ
、
命
ハ
十
月
二
日
也
」
と
解

説
し
て
い
る
。

　

日
重
の
老
母
が
没
し
た
の
は
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
八
月
二
十
一
日

）
注注

（
注

で
、
追
善
の
読

経
の
為
に
京
都
大
原
の
奥
に
あ
た
る
芹
生
に
百
日
篭
居
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
紹
巴
は
わ

ざ
わ
ざ
弔
い
の
為
に
庵
室
を
訪
れ
て
、
一
両
日
逗
留
し
て
い
ろ
い
ろ
と
物
語
を
し
て
歌
を

詠
ん
だ
。

渓
ふ
か
き
菊
の
な
が
れ
の
山
の
へ
や
妙
な
る
法
の
行
衛
也
け
ん

　

紹
巴
は
、
こ
の
歌
の
結
句
を
「
行
衛
な
る
ら
ん
」
と
し
て
い
た
の
を
、「
大
事
は
な
が
れ

妙
な
る
に
う
っ
た
う
し
」
と
い
っ
て
「
な
り
け
ん
」
と
自
ら
直
し
た
。
ま
た
、
前
書
き
に

「
本
満
寺
の
住
寺
」
と
書
か
れ
た
の
で
、
日
重
が
「
住
持
也
」
と
紹
巴
に
い
う
と
、
す
ぐ
そ

の
よ
う
に
書
き
直
さ
れ
た
。

　

帰
京
の
時
に
二
の
瀬
ま
で
見
送
っ
た
時
、
急
に
雨
が
降
っ
て
来
た
。
そ
の
翌
日
届
い
た

紹
巴
か
ら
の
礼
状
に
は
、
時
雨
を
詠
ん
だ
一
首
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

深
山
路
を
送
り
て
帰
る
衣
手
の
露
け
さ
思
ふ
さ
よ
時
雨
哉

　

紹
巴
の
折
角
の
来
訪
で
あ
っ
た
の
に
、
発
句
を
所
望
し
な
く
て
残
念
で
あ
っ
た
と
、
日

重
は
悔
や
ん
だ
。

　

父
了
派
（
祖
父
ヵ
）
の
年
忌
に
連
歌
を
興
行
し
た
の
は
、
叔
父
の
英
怙
で
あ
る
。
本
来

な
ら
子
の
了
英
が
催
す
は
ず
で
あ
る
が
、
若
く
し
て
法
難
に
殉
じ
、
孫
の
了
玄
も
天
正
四

年
に
中
風
で
既
に
没
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
了
派
の
弔
い
連
歌
を
、
日
重
に
と
っ
て

叔
父
に
あ
た
る
英
怙
が
興
行
し
た
の
は
、
了
玄
が
没
し
た
後
の
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
了
派

の
三
十
三
回
忌
に
相
当
す
る
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時

に
紹
巴
は
一
句
を
詠
ん
だ
。

つ
み
て
し
れ
さ
そ
瞿
麦
の
身
の
昔

　
「
わ
が
身
を
抓
っ
て
人
の
い
た
さ
を
し
る
と
い
ふ
ご
と
く
、
我
が
子
を
も
ち
て
親
の
恩
の

ふ
か
き
事
を
し
る
者
也
、
わ
が
身
の
さ
ぞ
親
の
な
て
ら
れ
つ
ら
ん
也
」
と
、
日
重
は
一
句

の
意
を
述
べ
て
い
る
。

　

日
重
と
紹
巴
と
の
交
わ
り
は
親
密
で
、
和
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
大
徳
寺
一
休
が
詠
ん
だ
次
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
、
二
人
の
間
に
解
釈

の
違
い
が
う
ま
れ
た
。

名
に
め
で
て
一
休
会
下
に
あ
つ
ま
れ
ど
一
つ
も
や
ま
ぬ
我
慢
情
識　
　
　

一
休

　

紹
巴
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、「
一
休
と
云
名
に
め
で
て
、
諸
人
が
会
下
に
こ
ぞ
れ
ど
も
、

そ
の
あ
つ
ま
る
も
の
ど
も
は
我
慢
情
識
を
は
な
れ
ぬ
と
云
心
也
」
と
、
集
会
し
た
人
々
に

対
す
る
批
判
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
重
は
、「
一
休
と
云

名
に
め
で
て
会
下
に
集
ま
れ
共
、
一
休
と
云
名
は
実
な
く
し
て
我
慢
情
識
は
一
つ
も
不ﾚ

離

ぞ
と
、
我
が
身
の
事
を
云
る
歟
」
と
、
一
休
の
自
省
の
一
首
で
あ
る
と
、
異
な
る
意
見
を

出
し
た
。
紹
巴
は
そ
の
場
で
は
納
得
し
な
か
っ
た
が
、
後
で
尤
も
と
改
め
て
慨
嘆
し
た
と

い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
日
重
の
感
想
は
、「
予
か
巴
と
歌
の
義
理
を
諍
事
は
、
日
天

子
に
あ
ふ
て
目
く
ら
へ
、
親
に
対
し
て
年
を
あ
ら
そ
ひ
な
れ
と
も
、
さ
り
と
て
ハ
義
理
ハ

公
家
物
な
れ
ハ
如ﾚ

此
也
」
と
、
歌
の
能
力
は
全
く
段
違
い
で
は
あ
る
が
私
情
と
公
と
は
別

の
事
だ
と
云
う
。
日
重
は
、
和
歌
連
歌
の
巨
匠
と
し
て
、
紹
巴
を
深
く
尊
敬
し
て
い
た
様

子
が
く
み
取
れ
る
。

　

日
重
と
紹
巴
と
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
物
語
る
よ
う
に
、
単
に
和
歌・

連
歌
の
子
弟

と
は
異
な
っ
て
、
自
由
な
感
覚
の
も
と
に
育
ま
れ
た
交
感
の
世
界
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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元
政
は
、『
草
山
集
』
に
お
い
て
「
聞
人
（
細
川
）
幽
斎
及
び
紹
巴
が
輩
、
方
外
の
交
を
為

す
）
注（

（
注

」
と
、
そ
の
深
い
交
友
を
称
え
て
い
る
。

日
重
の
蔵
書
に
見
る
和
歌
と
連
歌

　

連
歌
師
了
派
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
日
重
は
、
和
歌
や
連
歌
へ
の
親
し
み
は
生
来
の
も

の
で
、
祖
父
か
ら
日
蓮
の
和
歌
に
つ
い
て
の
話
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
十
歳
の
こ

ろ
に
他
界
し
て
い
る
か
ら
本
格
的
な
指
導
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の

そ
の
影
響
は
深
く
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
和
歌・

連
歌
へ
の
関
心
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

『
見
聞
愚
案
記
』
に
は
、
漢
文
で
叙
述
さ
れ
る
仏
教
教
義
の
合
間
に
、
古
典
の
歌
集
か
ら
し

ば
し
ば
和
歌
を
抄
出
し
て
、
イ
ン
ド・

中
国
の
仏
教
的
感
覚
と
、
日
本
の
風
土
と
感
性
と

の
調
和
を
図
っ
て
い
る
。『
見
聞
愚
案
記
』
巻
第
七
に
は
、
日
本
の
言
語
は
和
字
を
も
っ
て

表
わ
し
、
和
歌
を
も
っ
て
日
本
の
風
俗
と
す
る
と
説
き
、
仏
教
を
学
ぶ
柱
と
し
て
和
字
を

習
う
こ
と
が
第
一
の
相
承
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
ノ
言
語
ハ
和
語
也
、
和
字
也
、
イ
ロ
ハ
是
也
、（
中
略
）
日
本
ニ
ハ
イ
ロ
ハ
の
四
十
七

字
ニ
一
切
ノ
言
語
ヲ
取
也
、
古
近
万
葉
ノ
多
キ
言
モ
人
ノ
言
フ
言
ハ
モ
此
ノ
イ
ロ
ハ
ノ
字

ヲ
不
レ
出
也
、
去
レ
ハ
和
歌
ト
言
テ
此
国
ノ
風
俗
ト
ス
ル
此
ノ
義
也
、
本
尊
ニ
和
字
ヲ
習

事
相
承
ノ
随
一
也
、

　

こ
の
一
節
を
敷
衍
す
れ
ば
、
中
国
の
漢
字
漢
文
で
表
現
さ
れ
る
仏
教
を
、
日
本
の
精
神

的
風
土
の
中
に
受
容
し
同
化
さ
せ
る
に
は
、「
イ
ロ
ハ
」
四
十
七
字
の
和
字
を
習
い
、
和
歌

に
習
熟
す
る
こ
と
が
最
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
仏
教
を
広
め
る
道
で
あ
る
と

い
う
。『
和
語
雑
雑
抄
』
と
『
見
聞
愚
案
記
』
の
著
作
は
、
こ
の
よ
う
な
営
み
の
総
決
算
と

も
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

日
重
は
、
一
生
に
わ
た
っ
て
連
歌
師
紹
巴
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
と
連
歌
の
巨
匠
と
交

わ
り
、
深
く
古
典
の
世
界
に
分
け
入
っ
て
親
し
み
、
ゆ
か
り
の
故
地
を
訪
ね
歩
い
た
。
こ

の
よ
う
な
営
み
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
叙
述
す
る
資
料
は
持
た
な
い
が
、『
和
語
雑
雑
抄
』

の
「
第
二
章　

菟
玖
波
集
と
新
撰
菟
玖
波
集
」
に
解
説
付
き
で
収
め
た
書
名
一
覧
を
み
る

と
、
和
歌
と
連
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
、
史
書・

随
筆
な
ど
古
典
の
世
界
が
広
が
る
。『
万
葉

集
』
と
『
古
今
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
廿
一
代
集
」
が
古
典
和
歌
や
、『
源
氏
物
語

）
注注

（
注

』

『
枕
草
子
』『
宇
津
保
物
語
』『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
栄
華
物
語
』『
今
昔
物
語
』
な

ど
、
物
語
文
学
の
基
本
図
書
が
揃
っ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
顕
昭
の
『
袖
中
抄
』

藤
原
定
家
の
『
秀
歌
之
躰
大
略
』『
秀
歌
之
躰
大
略
』、
一
条
兼
良
の
『
歌
林
良
材
集
』『
連

珠
合
璧
集
』
な
ど
、
歌
論
書
を
意
欲
的
に
収
集
し
て
い
る
こ
と
で
、
和
歌・

連
歌
の
創
作

よ
り
も
む
し
ろ
古
典
の
学
問
へ
の
志
向
を
窺
わ
せ
る
。

　

こ
れ
ら
の
書
物
の
中
に
は
、『
徒
然
草
』
の
よ
う
に
重
複
し
て
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
も

み
ら
れ
、『
拾
埃
抄
』
の
写
本
に
は
、
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
に
紹
巴
が
多
く
の
写
本

を
も
っ
て
交
合
し
た
と
い
う
三
条
西
公
条
の
奥
書
が
あ
り

）
注注

（
注

、
定
家
の
書
で
「
無
外
題
」
の

も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
あ
げ
た
書
物
は
す
べ
て
日
重
の
蔵
書
で
、
仏
書
と

と
も
に
庵
室
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
豊
か
な
蔵
書
を

背
景
に
、
日
重
の
和
歌
と
連
歌
を
主
軸
と
し
た
古
典
に
対
す
る
関
心
は
、
仏
教
の
教
学
、

特
に
日
蓮
教
学
に
対
す
る
該
博
な
洞
察
と
あ
い
俟
っ
て
、
京
都
の
知
識
人
と
し
て
ま
こ
と

に
深
い
見
識
を
持
っ
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

近
世
初
頭
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
学
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
日
重
は
、
連
歌
師
で
法
華
宗
信

者
の
石
井
了
派
の
孫
に
生
ま
れ
、
法
華
宗
本
山
の
本
国
寺
で
出
家
し
た
。
堺
の
三
光
無
始

会
な
ど
で
法
華
経
と
日
蓮
の
教
学
を
学
び
、
京
都
本
満
寺
の
住
持
を
つ
と
め
、
身
延
山
久

遠
寺
に
招
聘
さ
れ
て
、
一
宗
を
領
導
し
た
。
そ
の
傍
ら
、
和
歌・

連
歌
の
古
典
文
学
の
世

界
に
分
け
入
る
と
と
も
に
、
連
歌
師
の
家
柄
を
も
と
に
紹
巴
を
は
じ
め
当
代
の
文
人
と
広

く
交
わ
り
、
特
に
歌
学
に
精
通
し
た
。
古
稀
を
迎
え
た
七
十
歳
の
前
後
に
、『
和
語
雑
雑

抄
』
と
教
学
書
の
『
見
聞
愚
案
記
』
を
同
時
進
行
の
形
で
執
筆
し
た
。
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『
和
語
雑
雑
抄
』
は
、
和
歌・

連
歌
等
の
古
典
の
抄
出
が
基
本
で
あ
る
が
、
随
所
に
日
重

の
「
聞
書
き
」
や
私
見
を
書
き
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
の
奥
に
は
、
老
境
に
至
っ

た
み
ず
か
ら
を
顧
み
る
無
常
観
が
流
れ
て
い
て
、
戦
国
争
乱
の
前
代
に
み
ら
れ
る
京
都
の

法
華
一
揆
と
は
異
な
る
、
法
華
信
仰
の
受
け
止
め
方
が
窺
え
る
。『
見
聞
愚
案
記
』
の
記
述

も
、
法
華
（
日
蓮
）
宗
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
の
諸
項
目
を
解
説
し
た
内
容
で
、
同
様
な

観
念
が
基
盤
と
な
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
漢
文
で
表
現
さ
れ
る
仏
教
思
想
と
信
仰
の
境

地
を
、
和
歌・

連
歌
に
よ
っ
て
日
本
人
の
感
性
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
、
和
歌・

連
歌
を
は

じ
め
古
典
文
学
の
書
か
ら
故
事
を
積
極
的
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
庶

民
の
日
常
生
活
の
な
か
に
仏
教
信
仰
が
浸
透
し
て
日
常
化
し
て
い
く
、
近
世
に
み
る
庶
民

仏
教
の
潮
流
の
発
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　【
注
】

（
１
）『
日
重
上
人
集
』
第
一・

二
巻　

本
満
寺
日
重
上
人
集
刊
行
会　

昭
和
五
四
年

（
２
）「『
和
語
雑
雑
抄
』
桐
箱
入
函
記
」（
注
５
参
照
）
に
は
、
十
九
冊
の
う
ち
二
冊
が
失
わ
れ

て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）『
和
語
雑
雑
抄
』
の
「
歌
詞
同
心
異
抄
」（
本
書
第
九
章
歌
詞
同
心
異
抄
一
一
三
頁
参
照
）

に
は
、「
元
和
四
戊
午
五
月
日　

花
洛
本
満
寺
十
二
世・

身
延
山
久
遠
寺
二
十
世
日
重　

行

年
七
十
㊞
」
と
あ
る
。

（
４
）『
身
延
山
久
遠
寺
史
料
調
査
報
告
書
』「
典
籍
」
解
説　

中
尾
真
樹　

身
延
町
教
育
委
員
会

（
５
）「『
和
語
雑
雑
抄
』
桐
箱
入
函
記
」
に
次
の
一
文
が
あ
り
、
す
で
に
乱
丁
の
情
況
に
あ
っ
た

天
保
期
の
姿
が
窺
え
る
。

此
和
語
抄
十
九
冊
之
内
、
十
二
ノ
巻・

十
九
ノ
巻
（
故
纏
十
四
束
）
右
ノ
弐
冊
不ﾚ

見
、

後
日
尋
可ﾚ

入
、

余
〃
む
し
は
ミ
散
々
成
り
居
候
故
、
桐
に
て
箱
を
さ
し
入
置
候
、
時
々
虫
払
の
為
拝
見

可ﾚ

致
書
也
、

　

天
保
九
正
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

百
人
一
首
□　
　

□
聖
院
日
考
（
花
押
）

（
６
）
川
口
智
康
編
『
深
草
元
政
草
山
集
を
読
む
』
中
興
三
師
伝
（
一
）
本
満
寺
日
重
の
項　

勉

誠
出
版

（
７
）『
身
延
山
史
』「
重
乾
遠
三
師
」
の
項
、
な
ら
び
に
注
（
６
）
参
照
。

（
８
）
こ
の
述
懐
の
文
に
み
る
「
老
眼
を
拭
き
」「
老
耄
と
い
ひ
病
中
と
い
ひ
」
の
表
現
は
、
身

延
山
久
遠
寺
十
一
世
の
日
朝
（
一
四
二
二
―
一
五
〇
〇
）
の
著
書
の
奥
書
に
し
ば
し
ば
記
さ

れ
る
語
句
で
、
例
え
ば
『
補
世
集
』
六
の
奥
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
感
懐
を
述
べ
て
い
る
。

明
応
六
年
丁
巳
八
月
七
日
生
年
七
十
六
才　

日
朝
（
花
押
）

去
七
月
中
旬
、
俄
発
病
、
不
慮
得ｲ

減
気ｱ

（
中
略
）
日
朝
自
身
不ﾚ

顧ｲ

老
耄ｱ

、
遂ｲ

写

功ｱ

、（
中
略
）
拭ｲ

老
眼ｱ

注ﾚ

之
、
奉ﾚ

扇ｲ

冥
覧ｱ

者
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
身
延
文
庫
典
籍
目
録　

上
』
所
収

（
９
）
こ
れ
ら
五
首
は
、
日
蓮
の
真
蹟
遺
文
に
は
み
え
な
い
。

（
10
）「
祖
父
了
派
、
蓮
祖
の
御
歌
、
末
の
集
に
入
れ
た
り
と
物
語
あ
り
し
、
一
向
幼
年
の
時
な

れ
ハ
と
ふ
て
お
き
遺
恨
千
萬
也
」。

（
11
）『
見
聞
愚
案
記
』
は
元
和
五
年
に
成
稿
し
て
い
る
。

（
12
）
石
井
了
派
は
宗
祇
の
門
人
で
連
歌
を
家
職
と
し
、
三
条
西
実
隆
か
ら
古
今
伝
授
を
う
け
て

い
る
。

（
13
）
日
重
の
母
は
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
八
月
二
十
一
日
没
で
、
母
方
の
叔
父
英
怙
は
慶

長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
十
二
月
十
四
日
没
（
影
山
堯
雄
編
『
新
編
日
蓮
宗
年
表
』
の
「
日

遠
所
持
過
去
帳
」
に
よ
る
）

（
14
）『
石
井
三
家
系
図
』
京
都
大
学
図
書
館
蔵　

本
書
に
つ
い
て
は
、
中
島
謙
昌
「『
石
井
三
家

系
図
』
の
成
立
―
連
歌
師
石
井
家
と
東
九
条
荘
下
司
式
石
井
氏
―
」
が
あ
る
。
京
都
大
学
国

文
学
論
叢　

二
〇
〇
四

（
15
）
註
（
３
）
を
参
照

（
16
）
伊
藤
伸
江
著
『
心
敬
連
歌
―
訳
注
と
研
究
―
』
四
四
五
頁　

笠
間
書
院

（
17
）
中
尾
堯
「
近
衛
政
家
の
日
蓮
宗
信
仰
」
豊
田
武
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
日
本
中
世
の
政

治
と
文
化
』
所
収
。
後
に
中
尾
堯
『
日
蓮
信
仰
の
系
譜
と
儀
礼
』（
平
成
十
一
年
）
に
収
録
。

（
18
）
奥
田
勲
『
連
歌
史
―
中
世
日
本
を
つ
な
い
だ
歌
と
人
び
と
―
』
一
九
〇
頁　

勉
誠
出
版

（
19
）
紹
巴
に
つ
い
て
は
、
奥
田
勲
『
連
歌
史
―
中
世
日
本
を
つ
な
い
だ
歌
と
人
び
と
―
』
の

「
紹
巴
―
あ
る
連
歌
師
の
典
型
―
」
二
二
五
頁
～
を
参
照
。

（
20
）
影
山
堯
雄
編
『
新
編
日
蓮
宗
年
表
』
の
「
日
遠
所
持
過
去
帳
」
に
よ
る
。
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（
21
）
注
（
６
）
を
参
照

（
22
）
身
延
文
庫
に
伝
来
す
る
、
室
町
時
代
書
写
の
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
は
、
も
と
日
重
所

持
本
と
み
ら
れ
る
。（『
身
延
山
久
遠
寺
史
料
調
査
報
告
書
』「
典
籍
」
解
説　

中
尾
真
樹
解

説　

身
延
町
教
育
委
員
会
）

（
23
）『
拾
埃
抄
』
に
あ
る
三
条
西
公
条
の
奥
書
（
本
書
12
ペ
ー
ジ
参
照
）

此
一
冊
、
小
僧
紹
巴
、
以ｲ

数
多
之
本ｱ

考カ
ンｲ

勘カ
フ

之ｱ

、
而
舛サ
ン

謬
猶
有ﾚ

之
、
先
哲
言
校
カ
ン
カ
フﾚ

書
如ｲ

塵
埃
風
葉ｱ
、
随ﾚ

掃
随ﾚ

有
云
々
、
可ﾚ

俟ｲ

後
君
子ｱ

而
已
、

天
文
廿
一
重
陽
前
日
記ﾚ

之
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

称
名
野
釈　

在
判

�

　

こ
れ
と
同
文
の
三
条
西
公
条
の
奥
書
は
、『
仮
名
文
字
遣
』
と
い
う
書
に
も
み
ら
れ
る
。

奥
田
勲
『
連
歌
史
―
中
世
日
本
を
つ
な
い
だ
歌
と
人
び
と
―
』
二
三
九
頁　

勉
誠
出
版
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