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一

　

室
町
時
代
の
歌
人
・
連
歌
作
者
で
あ
っ
た
基
佐
（
桜
井
・
永
仙
）

と
い
え
ば
、
次
の
狂
歌
が
著
名
で
あ
る
。

　
　
　

遥
見
二
筑
波
一
銭
便
入
、
不
レ
論
二
上
手
与
下
手
一

　

足
な
く
て
登
り
か
ね
た
る
筑
波
山
和
歌
の
道
に
は
達
者
な
れ
ど
も

�
（
卯
花
園
漫
録（
１
））

　
「
筑
波
」
と
は
連
歌
の
別
称
、「
足
」
と
は
手
足
の
「
足
」
と
「
銭

（
あ
し
）」
を
掛
け
て
い
る
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
分
は
和
歌

の
道
で
は
上
手
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
金
銭
が
な
か
っ
た
た
め
、
連

歌
の
道
で
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
嘆
息
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
狂
歌
は
、江
戸
時
代
の『
曽
呂
利
狂
歌
咄
』（
浅
井
了
意
著
）・

『
翁
草
』（
神
沢
杜
口
著
）・『
仮
名
世
説
』（
大
田
南
畝
著
）・『
に
ぎ

は
ひ
草
』（
佐
野
紹
益
著
）
な
ど
の
随
筆
類
に
も
収
録
さ
れ
、
大
い

に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
狂
歌
創
作
の
背
景
と
し
て
は
、
宗
祇
が
明
応
四
年
（
一
四
九

五
）
に
准
勅
撰
の
連
歌
撰
集
で
あ
る
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
を
編
纂
し

た
際
、
そ
こ
に
基
佐
の
連
歌
が
一
句
も
入
集
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ

れ
を
恨
ん
だ
基
佐
が
、
入
集
し
な
か
っ
た
の
は
、
撰
者
宗
祇
に
賄
賂

を
贈
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
、
銭
づ
く
の
撰
集
を
痛
烈
に
皮
肉
っ
た

こ
と
に
あ
る
。

　

基
佐
に
は
『
桜
井
基
佐
集
』
と
い
う
三
百
首
足
ら
ず
を
収
め
た
私

家
集
が
あ
る
。そ
の
う
ち
八
十
首
程
は
他
人
の
和
歌
を
含
み
、題
材
・

用
語
の
卑
俗
な
も
の
、
語
戯
的
な
も
の
、
自
然
を
有
心
的
に
把
え
た

哄
笑
を
狙
っ
た
も
の
な
ど
、
俳
諧
的
な
和
歌
の
多
い
こ
と
を
論
及
し

た
こ
と
が
あ
る（

２
）。
こ
の
私
家
集
は
、
他
人
の
詠
歌
が
あ
っ
た
り
、
長

い
詞
書
を
有
す
る
歌
が
多
く
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
も
、
基
佐
と

交
誼
の
あ
っ
た
歌
人
も
確
認
で
き
ず
、
奇
妙
な
私
家
集
だ
が
、
研
究

者
の
な
か
に
は
、
虚
構
の
世
界
を
取
り
込
ん
だ
創
作
歌
集
で
は
な
い

か
と
臆
測
す
る
む
き
も
あ
る（

３
）。

　

そ
の
一
方
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
十
月
、
豊
臣
秀
三
撰
に
成

り
、
中
世
末
か
ら
近
世
の
地
下
歌
人
の
和
歌
を
集
成
し
た
『
和
歌
視

今
集（

４
）』に
、基
佐
の
和
歌
が
二
六
首
見
出
さ
れ
る
が
、『
桜
井
基
佐
集
』

と
は
二
首
重
な
る
だ
け
で
、
他
の
歌
は
見
え
ず
、
詞
書
に
も
基
佐
と

心
敬
合
点
の
基
佐
の
和
歌
懐
紙
を
め
ぐ
っ
て
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田　
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徳　
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来
、
基
佐
と
撰
者
宗
祇
と
の
不
和
説
が
有
力
だ
っ
た
が
、
近
年
島
津

忠
夫
氏
は
、
様
々
な
観
点
か
ら
、
基
佐
と
宗
祇
と
の
間
の
確
執
に
あ

っ
た
と
み
る
よ
り
は
、『
新
撰
菟
玖
波
集
』
の
撰
集
の
助
手
の
役
割

を
担
っ
て
い
た
兼
載
と
の
確
執
と
み
る
方
が
真
に
近
い
の
で
は
な
い

か
と
の
新
見
解
を
提
示
し
て
い
る（

７
）。

　

と
こ
ろ
で
、
例
の
狂
歌
が
最
初
に
文
献
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
文

禄
（
一
五
九
二
～
一
五
九
六
）
前
後
の
成
立
と
さ
れ
る
狂
歌
説
話
集

の
『
遠お

ち

近こ
ち

草（
８
）』
で
、

桜
井
も
と
す
け
と
い
ふ
人
、
ま
づ
し
く
て
集
に
い
ら
ざ
る
事

を
な
げ
き
て

あ
し
な
ふ

（
マ
マ
）て
の
ぼ
り
か
ね
た
る
つ
く
ば
や
ま
和
歌
の
み
ち
に
は
達

し
や
な
れ
ど
も

と
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
狂
歌
は
、『
人
鏡
論（

９
）』

に
あ
る
、

此
過
し
年
の
暮
つ
か
た
に
近
江
守
と
い
ひ
し
人
、
多
年
四し

品ほ
ん

の
望

み
あ
り
け
れ
共
、
年
若
き
人
に
て
い
さ
め
る
大
将
な
れ
ば
、
将
軍

家
ゆ
る
し
な
く
て
有
侍
る
に
、
近
江
守
一
首
の
和
歌
を
つ
ゞ
り
て

あ
げ
ゝ
れ
ば
、
上
に
も
哀
に
お
ぼ
し
め
し
て
四
品
に
な
り
ぬ
、
其

歌
に
、

　
　

あ
し
な
く
て
登
り
か
ね
た
る
位
山
弓
矢
の
道
は
達
者
な
れ
ど
も

と
類
似
歌
が
存
す
る
の
は
興
味
深
い
。

　

こ
の
『
人
鏡
論
』
の
近
江
守
の
狂
歌
は
、
彼
が
「
四し

品ほ
ん

」、
即
ち

四
位
の
身
分
な
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
が
、
若
く
て
血
気
に
は
や

交
誼
の
あ
っ
た
人
物
が
登
場
す
る
な
ど
、
別
本
の
『
桜
井
基
佐
集
』

が
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
論
及
し
た
こ
と

が
あ
る（

５
）。

　

先
掲
の
著
名
な
狂
歌
は
、『
桜
井
基
佐
集
』『
別
本
桜
井
基
佐
集
』

や
他
の
基
佐
の
和
歌
作
品
な
ど
に
も
見
出
せ
な
い
。
恐
ら
く
基
佐
の

心
境
を
忖
度
し
て
後
人
が
創
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
狂
歌
創
作
の
背
景
は
、
先
に
も
少
し
言
及
し
た
よ
う
に
、
宗

祇
の
撰
進
し
た
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
、
基
佐
の
連
歌
が
一
句
も
入

集
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
不
自
然
さ
を
詳
し
く

説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

基
佐
の
連
歌
作
品
は
相
当
数
現
存
す
る
が
、
斎
藤
義
光
氏
が
作
成

さ
れ
た
「
桜
井
基
佐
連
歌
作
品
年
譜（

６
）」
を
参
照
す
る
と
、
基
佐
は
文

明
頃
か
ら
延
徳
・
明
応
年
間
に
か
け
て
、
宗
祇
の
開
催
し
た
連
歌
百

韻
に
幾
度
か
出
座
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
の
基
佐

の
出
句
数
は
、
宗
祇
の
弟
子
筋
の
宗
長
・
兼
載
・
肖
柏
ら
と
拮
抗
し

て
お
り
、
そ
の
実
力
の
程
が
窺
え
る
。
し
か
る
に
『
新
撰
菟
玖
波
集
』

に
、
兼
載
は
五
三
句
、
宗
長
は
三
九
句
、
肖
柏
は
三
三
句
入
集
す
る

の
に
、
基
佐
の
連
歌
は
一
句
も
入
集
し
て
い
な
い
。
先
に
確
認
し
た

宗
祇
一
座
の
状
況
か
ら
み
る
と
、
基
佐
は
少
な
く
と
も
三
〇
句
前
後

の
入
選
句
が
あ
っ
て
よ
い
。
こ
の
不
審
な
事
実
を
背
景
に
し
て
、
先

の
「
足
な
く
て
」
の
狂
歌
が
詠
ま
れ
た
必
然
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
不
可
解
な
結
果
が
生
じ
た
の
か
に
関
し
て
は
、
従
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二

　

先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
中
世
末
期
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
、
基

佐
と
い
う
人
物
は
、
例
の
「
足
な
く
て
」
の
狂
歌
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
虚
像
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
念
頭
に
置
く
べ
き
で

あ
る
が
、
本
論
考
の
中
心
で
あ
る
、
心
敬
の
合
点
の
あ
る
基
佐
の
和

歌
懐
紙
を
紹
介
、
検
討
す
る
前
に
、
基
佐
の
伝
記
に
簡
単
に
触
れ
て

お
き
た
い
。

　

基
佐
の
歌
人
と
し
て
の
足
跡
が
最
初
に
知
ら
れ
る
の
は
、
尊
経
閣

文
庫
蔵
『
武
家
歌
合）

（1
（

』
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
合
は
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
九
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た

も
の
で
、
正
徹
の
私
家
集
『
草
根
集
』
の
同
年
月
日
の
「
あ
る
所
歌

合
に
」
の
三
首
と
も
一
致
し
て
信
頼
で
き
る
貴
重
な
新
資
料
で
あ
る
。

そ
こ
に
出
座
し
た
歌
人
十
八
名
に
は
、
判
者
を
勤
め
た
正
徹
の
愛
弟

子
で
あ
る
正
広
・
正
般
な
ど
の
顔
が
見
え
る
な
ど
、
そ
の
多
く
は
正

徹
の
草
庵
に
出
入
り
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

歌
人
達
の
な
か
で
、
こ
の
歌
合
の
一
番
左
の
和
歌
を
詠
出
し
て
い
る

心
敬
は
、
正
徹
ら
の
よ
う
な
野
僧
で
は
な
く
、
聖
護
院
々
室
十
住
心

院
の
僧
位
僧
官
を
有
し
、
人
々
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
の
で
、
正
徹
門

下
で
も
客
分
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
心
敬

が
正
徹
（
清
岩
和
尚
）
の
卓
越
し
た
和
歌
の
技
量
に
傾
倒
し
て
い
た

気
持
は
、
彼
の
連
歌
論
書
な
ど
の
著
作
類
に
「
清
岩
和
尚
に
、
卅
年

は
日
夜
の
事
に
侍
し
か
ど
も
、
一
の
事
を
も
耳
に
と
ど
め
ず
、
い
さ

る
性
格
だ
っ
た
の
で
、
将
軍
が
許
可
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
自
分
は

武
芸
の
道
に
は
達
者
だ
が
、
金
銭
が
な
い
た
め
に
位
が
あ
が
ら
な
い

と
嘆
息
し
た
内
容
で
あ
る
。
そ
の
和
歌
を
受
け
と
っ
た
将
軍
は
哀
れ

を
催
し
て
、
近
江
守
を
「
四
品
」
の
位
に
し
た
と
い
う
、
歌
徳
説
話

の
一
面
も
有
す
る
話
だ
が
、
和
歌
の
発
想
や
表
現
は
、
基
佐
の
狂
歌

と
酷
似
し
、
両
歌
の
影
響
関
係
が
改
め
て
注
意
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

近
江
守
の
狂
歌
を
収
め
る
『
人
鏡
論
』
と
い
う
書
物
は
、
巻
末
に
「
于

時
長
享
元
年
冬
十
一
月
如
意
珠
日
、
武
林
源
義
政
」
と
あ
り
、
序
文

は
「
文
亀
三
年
孟
春
初
五
日
、
正
二
位
左
大
臣
藤
原
公
藤
」
と
あ
り
、

長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
と
文
亀
三
年
（
一
五
〇
四
）
と
、
奥
書
と

序
文
の
年
次
に
不
自
然
さ
が
あ
り
、
そ
の
成
立
に
は
問
題
が
存
す
る

と
い
う）

（1
（

。
た
だ
後
人
の
仮
託
書
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
体
、
中
世
後

期
の
制
作
と
み
な
し
て
よ
い
と
の
見
解
も
あ
る）

（（
（

。

　

こ
の
基
佐
と
近
江
守
の
類
似
の
狂
歌
の
影
響
関
係
に
関
し
て
島
津

忠
夫
氏
は
、
恐
ら
く
、
近
江
守
の
「
弓
矢
の
道
は
達
者
な
れ
ど
も
」

の
方
が
先
行
し
、そ
れ
を
も
じ
っ
た
の
が
、基
佐
作
に
擬
さ
れ
た「
和

歌
の
道
に
は
達
者
な
れ
ど
も
」
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
連
歌
師
の
周
辺
に
金
銭
に
ま
つ
わ
る
咄は

な
しが
多
く
あ
り
、
そ
の
一

端
は
『
醒
睡
笑
』
な
ど
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
咄
が
形

成
さ
れ
て
く
る
室
町
末
期
頃
に
、
先
の
基
佐
の
咄
も
作
ら
れ
、
そ
の

方
が
著
名
に
な
り
、
も
と
の
近
江
守
の
咄
は
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る）

（1
（

。
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さ
て
こ
の
歌
合
で
基
佐
は
三
首
の
和
歌
を
詠
出
し
て
い
る
が
、
三

首
と
も
勝
の
判
定
を
受
け
て
好
成
績
で
あ
っ
た
。
基
佐
の
出
自
は
未

詳
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
契
機
で
、
こ
の
正
徹
主
催
の
歌
合
に
参
加
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
徹
と
基
佐
と
の
交
誼
は
、
現
存
資
料
で
は
こ

れ
以
外
に
確
認
で
き
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
心
敬
と
は
親
し
く
、

彼
を
尊
崇
し
て
い
た
事
実
か
ら
す
る
と
、
心
敬
に
勧
誘
さ
れ
て
参
加

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
正
徹
の
直
接
の
弟
子
で
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
当
代
の
歌
壇
に
お
い
て
、
地
下
だ
け
で
な
く
堂
上
に
お
い

て
も
、
圧
倒
的
な
景
仰
を
受
け
て
い
た
最
晩
年
の
正
徹
（
時
に
七
十

七
歳
）
の
歌
合
に
参
加
で
き
た
こ
と
は
、
基
佐
に
と
っ
て
生
涯
忘
れ

が
た
い
体
験
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

基
佐
の
和
歌
・
連
歌
創
作
に
あ
っ
て
、
最
も
重
要
な
人
物
は
心
敬

で
あ
ろ
う
。
心
敬
は
応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
紀
州
名
草
郡
田
井

荘
に
生
ま
れ
、
三
歳
で
上
洛
、
二
十
四
、
五
歳
頃
か
ら
三
十
余
正
徹

に
師
事
、
音
羽
山
麓
の
十
住
心
院
に
入
り
、
三
十
七
歳
頃
に
権
律
師
、

つ
い
で
権
大
僧
都
に
至
っ
て
い
る
。
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
四
月
、

応
仁
の
乱
を
避
け
て
関
東
に
流
浪
し
、
相
模
大
山
山
麓
の
石
蔵
で
、

文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
四
月
十
六
日
、
非
運
を
嘆
き
つ
つ
、
七
十

歳
で
死
没
し
て
い
る
。
基
佐
が
先
の
『
武
家
歌
合
』
に
同
座
し
た
と

き
、心
敬
は
五
十
一
歳
だ
っ
た
。死
後
二
十
年
後
に
撰
進
さ
れ
た『
新

撰
菟
玖
波
集
』
に
、
心
敬
の
句
は
集
中
第
一
位
の
一
二
四
句
が
入
集

し
て
い
る
よ
う
に
、
生
前
か
ら
連
歌
作
者
と
し
て
も
尊
重
さ
れ
て
お

り
、
当
然
基
佐
も
私
淑
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

さ
か
の
悟
を
得
侍
ら
ざ
り
し
、
今
は
千
た
び
悔
ひ
、
足
摺
を
し
て
侍

る
ば
か
り
な
り
」（
ひ
と
り
ご
と
）、「
清
岩
和
尚
常
に
語
り
給
ひ
し
。

『
雨
風
に
つ
け
、
ひ
め
も
す
に
夜
も
す
が
ら
、
和
歌
の
友
を
の
み
思

ひ
出
侍
る
』
と
あ
り
し
、
情
け
深
し
」（
さ
さ
め
ご
と
）、「
清
岩
和
尚
、

尤
冷
泉
家
の
随
一
末
葉
な
れ
ど
も
、
我
は
何
れ
も
う
る
さ
く
侍
り
、

下
り
は
て
た
る
家
を
ば
尊
ま
ず
、
た
だ
俊
成
・
定
家
の
胸
の
う
ち
を

学
び
侍
る
と
常
に
語
り
給
へ
る
、賢
く
有
難
く
こ
そ
覚
侍
れ
」（
所
々

返
答
・
第
二
状
）
な
ど
と
随
所
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
心
敬
に
と
っ

て
正
徹
は
、
定
家
に
も
比
肩
す
べ
き
存
在
で
、
衰
退
し
て
い
た
和
歌

の
道
を
中
興
し
た
歌
人
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
従
っ
て
正
徹
の
死

は
、「
ま
こ
と
に
十
方
常
暗
冥
の
時
」（
ひ
と
り
ご
と
）
で
あ
る
と
と

も
に
、「
今
は
清
き
岩
ほ
よ
り
う
ち
出
で
し
光
も
消
え
侍
れ
ば
、
こ

の
道
又
か
き
暮
れ
ぬ
る
こ
そ
悲
し
け
れ
」（
さ
さ
め
ご
と
）
と
慨
嘆

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
心
敬
の
こ
の
正
徹
敬
慕
の
念
は
終
生
変
ら

ず
、
正
徹
の
十
三
回
忌
に
際
し
て
も
追
善
百
首
を
詠
出
し
て
も
い
る）

（1
（

。

た
だ
し
、
心
敬
は
正
徹
か
ら
、
い
さ
さ
か
冷
た
い
扱
い
を
受
け
て
い

た
ら
し
く
、
正
徹
の
遺
影
に
「
こ
と
の
葉
は
つ
ゐ
に
色
な
き
わ
が
身

哉
む
か
し
は
ま
ま
子
い
ま
は
み
な
し
子
」
と
詠
じ
、「
か
ば
か
り
の

恐
恨
な
ど
侍
し
か
ど
も
、
三
十
年
の
庭
訓
、
誠
に
高
恩
不
思
議
の
値

隅
、
多
生
広
劫
を
へ
て
も
報
謝
し
が
た
く
思
ひ
侍
る
事
の
み
な
り
」

（
所
々
返
答
・
第
一
状
）
と
複
雑
な
心
情
を
吐
露
し
て
も
い
る
。
こ

の
あ
た
り
の
師
弟
感
情
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
論
及
し
た
こ
と
が
あ

る）
（1
（

。
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崇
敬
し
た
心
敬
が
遠
い
東
国
に
去
っ
た
こ
と
は
、
彼
に
寂
寥
の
思
い

を
催
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

　

そ
の
後
基
佐
は
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
撰
進
の
『
新
撰
菟
玖

波
集
』
に
一
句
も
入
集
し
な
い
と
い
う
惨
事
を
体
験
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
後
も
宗
祇
の
主
催
す
る
明
応
七
年

頃
か
ら
文
亀
年
間
頃
の
百
韻
連
歌
に
幾
度
も
出
座
し
て
い
る
。
彼
の

現
在
知
ら
れ
る
最
後
の
事
蹟
は
、
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
十
月
二

十
日
の
年
月
日
を
有
す
る
『
永
仙
独
吟
百
韻
』（
小
鳥
居
本
）
と
さ

れ
る
。
初
見
の
『
武
家
歌
合
』（
一
四
五
七
）
に
三
十
歳
で
あ
っ
た

と
仮
定
す
れ
ば
、
永
正
六
年
は
八
十
二
歳
と
な
り
、
こ
の
後
間
も
な

く
没
し
た
の
で
は
な
い
か
と
み
る
む
き
も
あ
る）

（1
（

。

　

な
お
別
本
『
桜
井
基
佐
集
』
に
は
、

都
を
出
し
後
の
春
、
お
も
ひ
の
外
に
ふ
た
た
び
帰
り
す
み
侍

り
け
れ
ば
、
あ
ひ
し
れ
る
人
の
も
と
へ
読
て
つ
か
は
し
け
る

世
の
中
を
い
と
へ
ば
と
は
ぬ
み
や
こ
を
も
花
さ
く
こ
ろ
は
心
よ
は

り
て

と
か
、

　
　
　

述
懐
の
歌
の
中
に

捨
は
て
て
せ
め
て
は
や
す
き
我
身
か
な
う
き
事
は
猶
う
き
よ
な
が

ら
も

と
い
っ
た
意
味
深
長
な
和
歌
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
基
佐

は
、
あ
る
時
、
世
の
中
を
厭
っ
て
都
を
脱
出
し
た
が
、
そ
の
時
の
心

境
は
、
も
は
や
都
に
は
二
度
と
帰
ら
な
い
と
決
意
し
た
も
の
で
あ
っ

　

別
本
『
桜
井
基
佐
集
』
に
は
、

　
　
　

僧
都
心
敬
の
も
と
に
て
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
寄
浦
恋

立
か
へ
る
袖
の
な
み
だ
の
よ
る
よ
る
や
か
け
て
難つ

れ
な面
き
松
が
う
ら

嶋
と
、
心
敬
の
も
と
で
の
歌
会
に
参
加
し
た
記
事
や
、

し
た
し
か
り
し
友
の
は
か
な
く
成
し
に
つ
け
て
、基
佐（
の
）

も
と
へ
読
て
遣
し
侍
る

大
僧
都
心
敬

な
が
れ
行ゆ

く

水
の
あ
は
れ
を
ま
づ
と
ふ
や
け
ふ
と
ま
る
身
の
な
ら
ひ

也な
り

け
り

　
　
　

返
事�

中
務
丞
桜
井
基
佐

な
が
れ
ゆ
く
水
の
あ
は
れ
を
と
ふ
か
ら
に
袖
に
涙
の
た
き
ま
さ
る

也
と
、
親
し
い
人
の
逝
去
を
哀
悼
す
る
贈
答
歌
も
見
出
さ
れ
、
心
敬
と

基
佐
と
の
交
誼
が
窺
え
る
。
加
え
て
、
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
『
さ
さ

め
ご
と
』
の
奥
書
に
、「
以
二
十
住
心
院
心
敬
法
印
直
筆
一
写
レ
之
、

桜
井
弥
四
郎
基
佐
令
レ
借
二
用
之
一
訖
、
文
明
八
年
九
月
日
、
妙
覚
寺

羽
林　

公
覚）

（1
（

」と
あ
る
が
、こ
れ
に
よ
る
と
基
佐
が
心
敬
自
筆
の『
さ

さ
め
ご
と
』
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
基
佐
が
心
敬
の
連
歌

論
を
熟
読
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
勃
発
し
た
応
仁
の
乱
は
、
七
、
八
年

も
続
き
、
京
洛
を
焼
野
が
原
と
し
、
多
く
の
文
人
達
の
運
命
を
翻
弄

し
た
。
こ
の
間
、
基
佐
が
ど
ん
な
環
境
に
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
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権
大
僧
都
心
敬
点
之
中
和
歌

　

二
首
鶴
千
代
丸
依
所
望
に

　

書
散
し
た
て
ま
つ
る

　
　

梅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
佐

　

人
は
い
さ
心
も
し
ら
す
と
は
か
り
に

　

に
ほ
ひ
わ
す
れ
ぬ
や
と
の
梅
か
香

　
　

忍
恋

　

比
も
経
ぬ
忍
ふ
の
乱
れ
限
あ
ら
は

　

こ
ゝ
ろ
の
お
く
の
色
や
見
え
ま
し

　

詞
書
と
和
歌
の
間
に
一
行
文
の
空
白
が
あ
る
。
さ
ら
に
懐
紙
中
央

に
縦
線
の
痕
跡
が
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
、
詞
書
と
梅
の

和
歌
ま
で
の
懐
紙
（
二
〇
糎
）
と
忍
恋
の
和
歌
の
懐
紙
（
一
七
・
五

糎
）
の
二
枚
を
継
ぎ
合
せ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
懐
紙
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
か
つ
て
基
佐
が
自
身
の
詠
歌

を
心
敬
に
送
付
し
て
評
価
を
求
め
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
優

れ
た
歌
に
、
心
敬
が
合
点
を
付
し
て
返
却
し
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
事
を
仄
聞
し
た
鶴
千
代
丸
が
、
合
点
歌
を
知
り
た
い
と
所
望
し

て
き
た
の
で
、
そ
の
う
ち
の
二
首
を
書
き
記
し
て
送
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
懐
紙
自
体
は
、
鶴
千
代
丸
に
送
付
し
た

も
の
で
は
な
く
、
基
佐
の
手
控
え
か
、
他
人
に
知
ら
せ
る
も
の
と
し

た
と
い
う
。
こ
の
詠
歌
が
晩
年
の
も
の
と
す
れ
ば
、
基
佐
の
人
間
像

に
も
陰
翳
が
加
わ
る
。

　

な
お
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
高
野
本
（
原
題
「
連
歌
書
」）
や
伊
地
知

鉄
男
本
な
ど
に
、
写
本
と
し
て
伝
存
す
る
『
基
佐
心
敬
問
答
』
と
い

う
書
が
あ
る
。
巻
頭
に
桜
井
弥
次
郎
（
基
佐
）
が
、
北
山
の
十
住
心

院
蓮
戒
坊
（
心
敬
）
を
尋
ね
て
、
連
歌
に
関
す
る
質
問
を
す
る
と
い

う
構
成
か
ら
な
り
、
本
文
の
後
に
「
天
正
十
四
歳
丙
戌
初
夏
日
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
先
述
し
た
よ
う
な
心
敬
と
基
佐
の
師
弟
関

係
に
着
目
し
た
後
人
が
創
作
し
た
偽
書
と
み
な
さ
れ
る
。

　

さ
て
、早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
伊
地
知
文
庫
に
は
次
の
よ
う
な「
桜

井
基
佐
和
歌
懐
紙
」（
文
庫
20�

−

455
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ま
で
紹
介
、
検
討
さ
れ
て
い
な
い
資
料
で
あ
り
、
こ
こ
で
検
証
を

加
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
そ
の
書
誌
的
な
事
項
の
説
明
を
加
え
て
お
く
。

　

こ
の
懐
紙
は
、
軸
物
に
仕
立
て
ら
れ
、
縦
四
五
・
五
糎
、
横
六
糎

の
桐
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
掛
軸
の
幅
は
、
縦
一
〇
三
・
五
糎
、

横
二
九
・
七
糎
。
そ
れ
に
縦
二
六
・
二
糎
、
横
三
七
・
六
糎
の
懐
紙

を
貼
付
し
て
い
る
。
懐
紙
の
上
下
に
各
六
糎
の
金
蘭
唐
草
文
様
の
布

を
配
し
て
い
る
。
懐
紙
の
内
容
を
行
間
や
文
字
の
配
置
な
ど
を
原
文

に
忠
実
に
翻
刻
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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る
も
の
で
、
所
蔵
者
も
不
明
で
、
そ
の
多
く
を
現
物
に
当
っ
て
調
査

で
き
な
い
。

　

そ
の
う
ち
、
か
つ
て
井
上
書
店
『
古
典
籍
特
輯
目
録
』（
昭
和
五

十
七
年
）
に
売
出
さ
れ
た
も
の
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
基
佐

自
筆
消
息
」（
ヨ1

−

73
）
と
し
て
収
蔵
さ
れ
た
。
現
物
に
当
っ
て
み

る
と
、
料
紙
・
墨
質
か
ら
み
て
室
町
期
の
書
写
と
み
て
よ
く
、
自
筆

の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
『
創
立
五
十
周
年
記
念
善
本
図

録
』（
昭
和
三
十
五
年
・
東
京
古
典
会
）
に
も
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後

今
治
市
河
野
美
術
館
の
収
蔵
と
な
っ
て
い
る
「
基
佐
句
入
消
息
」
も

現
物
に
当
っ
て
調
査
し
た
が
、
こ
れ
も
室
町
期
の
書
写
で
「
基
佐
」

の
署
名
の
下
に
は
花
押
も
あ
り
、
自
筆
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
現
物

に
直
接
当
っ
て
調
査
し
た
二
点
の
「
基
佐
」
の
署
名
の
独
特
の
筆
使

い
は
、
今
取
り
あ
げ
て
い
る
心
敬
合
点
の
「
基
佐
」
の
署
名
と
酷
似

し
、
ま
た
他
の
文
字
の
筆
使
い
も
近
似
す
る
。

　

以
上
の
検
討
を
通
し
て
、伊
地
知
文
庫
の「
桜
井
基
佐
和
歌
懐
紙
」

は
基
佐
の
自
筆
懐
紙
と
み
な
し
て
よ
い
と
思
量
す
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
自
筆
懐
紙
の
内
容
を
額
面
通
り
に
受
け
と
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は
実
に
驚
く
べ
き
こ
と

だ
が
、
懐
紙
の
基
佐
自
身
の
和
歌
と
す
る
「
梅
」
と
「
忍
恋
」
の
二

首
は
、
彼
の
も
の
で
は
な
く
、『
草
根
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
正

徹
の
和
歌
で
あ
っ
た
。
即
ち
『
草
根
集
』
巻
一
の
、
奥
書
に
「
宝
徳

三
年
四
月
二
日
、
長
谷
寺
七
ヶ
日
参
籠
」
と
あ
る
「
侍
長
谷
寺
仏
前

詠
五
十
首
倭
歌
」
の
春
十
首
と
恋
十
首
の
な
か
の
各
一
首
と
一
致
す

て
残
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
「
鶴
千
代
丸
」
は
童
名
だ
ろ
う
が
、「
書
散
し
た
て
ま
つ
る

0

0

0

0

0

」
と
敬

語
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
身
分
の
あ
る
少
年
だ
ろ
う
。「
鶴
千
代

丸
」
と
は
字
柄
か
ら
み
て
も
、
め
で
た
い
命
名
で
あ
り
、『
国
書
人

名
辞
典
』
や
『
和
学
者
総
覧
』
を
検
閲
す
る
と
、「
鶴
千
代
」「
鶴
千

代
丸
」
の
童
名
を
有
す
る
人
物
は
十
余
名
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
内
、

室
町
時
代
の
文
人
と
し
て
は
、
太
田
道
灌
（
永
享
四
年
生
―
文
明
十

八
年
没
）
や
蒲
生
氏
郷
（
弘
治
二
年
生
―
文
禄
四
年
没
）
が
い
る
が
、

と
も
に
基
佐
の
年
齢
と
は
、
う
ま
く
交
差
せ
ず
、
今
の
と
こ
ろ
「
鶴

千
代
丸
」
な
る
人
物
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。

　

内
容
的
に
は
、
心
敬
が
「
権
大
僧
都
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、

心
敬
自
筆
の
『
寛
正
四
年
百
首
』
の
巻
頭
署
名
で
も
確
認
で
き
る
し
、

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
基
佐
が
心
敬
を
敬
慕
し
て
交
誼
の
あ
っ
た

こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
生
前
、
心
敬
に
自
詠
歌
を
送
付
し
、
合
点

を
得
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
、
こ
れ
と
い
っ
た
不
審
な
点

は
な
い
。
ま
た
懐
紙
の
料
紙
や
墨
質
の
古
さ
か
ら
み
て
、
室
町
時
代

の
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
あ
と
は
こ
の
懐
紙
が
基
佐
の
自
筆
か
、

そ
れ
と
も
第
三
者
に
よ
る
転
写
か
捏
造
か
と
い
う
検
討
が
残
さ
れ
た

課
題
で
あ
る
。

　

基
佐
自
筆
と
称
さ
れ
る
和
歌
短
冊
・
和
歌
懐
紙
・
句
入
り
消
息
懐

紙
は
現
存
す
る
も
の
で
も
十
数
点
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
紹

介
は
、
拙
稿）

（1
（

や
加
藤
定
彦
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
た
だ
残
念

な
こ
と
に
、
そ
の
多
く
は
古
書
店
な
ど
の
売
立
目
録
の
写
真
版
に
よ
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を
、
そ
れ
ぞ
れ
本
歌
取
り
し
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
喚
起
し
て
選
歌

し
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
『
草
根
集
』
か
ら
選
歌
す
る
に
際
し

て
は
、
正
徹
が
『
正
徹
物
語
』
な
ど
で
自
讃
し
、
当
時
の
歌
人
仲
間

に
知
ら
れ
て
い
た
和
歌
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
『
草

根
集
』
は
一
万
一
千
余
首
を
収
め
る
私
家
集
で
あ
り
、
そ
れ
を
す
べ

て
熟
知
し
て
い
る
人
は
い
な
い
か
ら
、
そ
こ
か
ら
二
首
を
自
身
の
歌

と
し
て
抜
書
し
て
も
、
馬
脚
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
計

算
が
あ
っ
て
の
行
為
で
あ
ろ
う
。

　

翻
っ
て
、
こ
の
心
敬
合
点
の
基
佐
の
和
歌
懐
紙
が
、
彼
自
身
の
手

に
な
る
捏
造
だ
と
確
認
さ
れ
る
と
、
か
つ
て
心
敬
か
ら
合
点
を
も
ら

っ
た
和
歌
が
あ
っ
た
こ
と
も
虚
構
で
あ
り
、
そ
れ
を
披
見
す
る
こ
と

を
所
望
し
た
「
鶴
千
代
丸
」
も
架
空
の
人
物
だ
っ
た
可
能
性
が
濃
厚

と
な
る
。

　

果
し
て
基
佐
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
和

歌
懐
紙
を
捏
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
元
に
置
い
て
、
そ
の
虚
構

を
楽
し
ん
で
自
己
満
足
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
や
は
り
こ
れ
は
、

和
歌
に
相
当
な
関
心
と
理
解
の
あ
る
文
人
や
貴
人
に
披
見
し
て
欲
し

か
っ
た
た
め
の
仕
業
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
検
討
を
経
て
、
当
面
対
象
と
し
て
き
た
基
佐
の
和
歌
懐
紙

は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
権
威
付
け
が
な
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
基
佐

の
和
歌
が
当
代
随
一
の
連
歌
作
者
・
歌
人
で
あ
っ
た
心
敬
か
ら
合
点

を
得
て
い
た
事
実
、
二
つ
め
は
、
そ
の
二
首
の
合
点
歌
は
、
巧
み
な

修
辞
技
法
と
本
歌
取
り
を
駆
使
し
た
秀
歌
で
あ
っ
た
こ
と
（
実
は
当

る
の
で
あ
る
。

　

懐
紙
の
和
歌
と
『
草
根
集
』
の
和
歌
の
本
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、

若
干
の
異
文
が
認
め
ら
れ
る
。「
梅
」
の
歌
の
第
五
句
「
や
と
の
梅

か
香4

」
は
『
草
根
集
』
の
類
題
本
系
で
は
「
梅
か
香4

」
と
一
致
す
る

が
、
日
次
本
系
で
は
「
梅
か
枝4

」
と
異
文
が
あ
る
。
ま
た
「
忍
恋
」

の
第
五
句
「
色4

や
見
え
ま
し
」
は
、『
草
根
集
』
の
諸
本
は
、
す
べ

て
「
露4

や
み
え
ま
し
」
と
異
文
が
あ
る
。
内
容
的
に
は
「
色
」
の
方

が
理
解
し
や
す
い
が
、
こ
こ
は
「
露
」
の
方
が
修
辞
的
に
み
て
優
れ

て
い
る
。
こ
の
一
首
で
「
露
」
は
衣
の
縁
語
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ

れ
に
「
少
し
」
の
意
を
掛
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
正
徹

ら
し
い
巧
み
な
修
辞
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
基
佐
が
「
色4

や
み
え
ま

し
」
と
書
き
写
し
た
の
は
、
そ
の
修
辞
が
汲
み
取
れ
ず
、
敢
え
て
理

解
し
や
す
い
「
色
」
に
変
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

因
み
に
『
草
根
集
』
は
全
十
五
巻
、
一
万
一
千
余
首
を
収
録
す
る

厖
大
な
私
家
集
で
あ
る
が
、
基
佐
は
そ
の
写
本
を
所
持
し
て
い
た
か
、

披
見
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、
先
の

二
首
の
和
歌
を
選
択
し
た
の
は
、
全
巻
を
熟
読
し
た
の
で
は
な
く
、

手
っ
取
り
早
く
、
巻
一
に
着
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
先
の

「
人
は
い
さ
」
の
「
梅
」
の
歌
は
、「
人
は
い
さ
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず

故
郷
は
花
ぞ
む
か
し
の
香
に
匂
ひ
け
る
」
と
い
う
『
古
今
集
』（
巻

上
・
貫
之
）
の
著
名
な
和
歌
を
、
ま
た
「
比
も
経
ぬ
」
の
「
忍
恋
」

の
歌
も
、『
伊
勢
物
語
』（
初
段
）
の
「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ

も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず
」
の
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
和
歌
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和
歌
の
分
野
で
は
、
定
家
・
為
家
の
後
、
二
条
家
が
二
条
家
・
京

極
家
・
冷
泉
家
に
分
裂
し
た
た
め
、
為
世
流
は
悦
目
抄
系
歌
論
、
為

顕
流
は
竹
園
抄
系
歌
論
、
為
実
流
は
鵜
鷺
系
歌
論
、
家
隆
末
流
は
和

歌
口
伝
系
歌
論
な
ど
の
一
連
の
偽
書
が
夥
し
く
作
成
さ
れ
て
き
た
こ

と
と
、
そ
の
意
図
に
関
し
て
は
、
従
前
に
も
幾
つ
も
の
研
究
成
果
が

あ
る）

11
（

。

　

ま
た
和
歌
史
上
、
著
名
な
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
私
家
集
が
現
存
し

な
い
こ
と
に
着
目
、
あ
た
か
も
そ
の
歌
人
の
私
家
集
で
あ
る
か
の
よ

う
に
装
っ
た
も
の
が
写
本
と
し
て
幾
本
か
現
存
す
る
。
例
え
ば
『
為

季
集
』
は
奥
書
に
「
文
安
二
年
三
月
十
二
日
以
左
大
将
殿
自
筆
書
写

畢
」
と
あ
る
が
、
収
載
歌
を
検
討
す
る
と
、
文
安
二
年
以
後
の
『
文

明
歌
合
』
の
歌
な
ど
が
あ
り
矛
盾
す
る
。『
為
兼
集
』
も
奥
書
に
「
此

一
冊
大
納
言
為
兼
以
真
翰
令
書
写
、
輙
校
合
畢
、
于
時
文
安
元
年
甲

子
三
月
下
旬
」
と
あ
る
が
、
収
載
歌
に
は
文
安
元
年
以
後
の
文
安
四

年
の
歌
も
あ
り
、
こ
れ
ま
た
奥
書
も
信
用
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
私
家
集
は
、
他
に
も
『
光
俊
集
』・『
為
冬
集
』・『
資

賢
集
』
な
ど
十
種
近
く
現
存
す
る
が
、
す
で
に
検
証
さ
れ
て
い
る
の

よ
う
に）

1（
（

、『
題
林
愚
抄
』
な
ど
の
類
題
集
か
ら
無
作
為
に
和
歌
を
選

歌
し
、
作
者
名
も
削
除
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
表

題
の
歌
人
の
私
家
集
で
あ
る
か
の
ご
と
く
装
っ
た
一
種
の
偽
書
と
み

な
さ
れ
る
。
従
っ
て
私
撰
集
と
み
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
和
歌
資

料
と
し
て
の
価
値
も
乏
し
い
。
因
み
に
現
存
す
る
こ
の
種
の
写
本
に

す
べ
て
当
っ
て
み
た
が
、
室
町
期
の
古
写
本
は
な
く
、
い
ず
れ
も
江

代
随
一
の
歌
人
正
徹
の
和
歌
）、
三
つ
め
は
、
そ
の
合
点
歌
の
披
見
を
、

高
貴
な
身
分
の
少
年
か
ら
切
望
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
基
佐
が
捏
造
し
た
こ
の
自
筆
懐
紙
が
、
彼
の
期
待
し
た

よ
う
な
効
用
を
果
し
た
か
ど
う
か
は
知
る
由
も
な
い
。
け
れ
ど
も
五

百
年
以
上
の
長
い
時
を
経
て
、
所
有
者
を
転
々
と
し
て
現
存
し
て
い

る
こ
と
や
、
あ
の
狂
歌
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
悲
運
に
翻
弄
さ
れ
た

基
佐
の
人
生
に
思
い
を
致
す
と
き
、
様
々
な
感
慨
を
催
し
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　

三

　

先
に
は
、
心
敬
合
点
の
基
佐
の
和
歌
懐
紙
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て

捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
捏
造
・
偽
書
・
贋
物
の
作
成
は
、
別
に
珍
し
い
こ
と

で
は
な
く
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
こ
の
国
で
も
、
金
銭
欲
・
名
誉

欲
・
権
力
欲
な
ど
の
、
人
間
の
欲
望
と
絡
め
て
、
様
々
な
方
面
で
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
最
後
に
、
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
を
通
覧
し
、
和

歌
関
連
の
偽
書
に
限
定
し
て
、
そ
の
具
体
例
の
一
端
を
記
述
し
、
基

佐
の
和
歌
懐
紙
の
位
置
付
け
を
試
み
て
お
き
た
い
。

　
「
偽
書
」
に
は
、
自
ら
を
新
た
な
権
威
に
擬
す
る
た
め
に
、
伝
統

的
な
も
の
へ
の
回
帰
・
憧
憬
な
ど
の
復
古
精
神
が
強
く
現
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
。空
海
・
業
平
・
定
家
と
い
っ
た
権
威
に
託
し
て「
秘
説
」

を
創
作
し
た
偽
書
な
ど
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
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歌
と
し
て
捏
造
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
検
証
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
の
『
徒
然
草
』
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
後
人
が

捏
造
し
た
贋
物
だ
が
、
あ
た
か
も
真
筆
を
装
っ
て
軸
物
な
ど
に
仕
立

て
、
古
美
術
商
な
ど
に
売
り
出
す
と
い
う
金
銭
欲
と
絡
ま
っ
て
の
偽

作
行
為
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
兼
好
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
京
都
吉
田
神
社
の
神
職
で
あ

る
卜
部
家
に
生
ま
れ
、
六
位
蔵
人
・
左
兵
衛
佐
と
な
り
、
朝
廷
に
仕

え
た
と
い
う
、
広
く
知
ら
れ
た
彼
の
出
身
や
経
歴
な
ど
も
、
兼
好
の

没
後
、
吉
田
兼
倶
な
ど
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も

実
証
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
家
系
の
権
威
付
け
を
企
図
し
た
捏
造
行

為
で
あ
ろ
う
。

　

秋
田
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
詠
歌
一
体
』
は
、
そ
の
奥
書
に
よ
る

と
、
嘉
元
年
間
頃
（
一
三
〇
三

−

一
三
〇
六
）
に
為
相
が
書
写
し
た

本
を
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
三
月
十
九
日
に
桑
門
某
が
書
写
し

た
と
伝
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
為
相
の
奥
書
は
為
秀
が
仮
構

し
た
も
の
で
、
自
身
を
「
桑
門
」
と
隠
名
に
し
、
あ
た
か
も
、
嘉
元

頃
の
為
相
本
を
建
武
三
年
に
桑
門
某
が
書
写
し
た
よ
う
に
偽
装
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
偽
装
は
書
写
本
を
権

威
付
け
、
も
っ
て
自
身
の
歌
道
家
の
正
当
性
を
目
論
ん
だ
も
の
だ
ろ

う
。

　

ま
た
香
川
大
学
附
属
図
書
館
蔵
神
原
文
庫
に
は
、「
寛
正
三
年
壬

午
六
月
二
日
写
之
（
署
花
押
）」
の
奥
書
を
有
す
る
正
徹
筆
の
藤
原

家
隆
『
詠
百
首
和
歌
』
写
本
一
冊
が
あ
る
。
こ
の
写
本
は
正
徹
筆
を

戸
中
頃
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
こ
れ
ら
の
偽
書
私
家
集
の
成

立
は
、『
題
林
愚
抄
』
の
版
本
が
刊
行
さ
れ
た
寛
永
十
四
年
（
一
六

三
七
）
以
降
で
、
江
戸
時
代
の
産
物
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
室
町
末
期
か
ら
江
戸
時
代
に
な
り
、
兼
好
の
『
徒
然
草
』
が

脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
と
、
兼
好
に
関
す
る
怪
し
い
伝
記
や
和

歌
資
料
が
捏
造
さ
れ
て
く
る
。
例
え
ば
兼
好
の
自
筆
短
冊
・
懐
紙
と

称
す
る
も
の
が
売
立
目
録
に
幾
首
も
見
出
さ
れ
る
。と
こ
ろ
が
、『
武

州
行
田
花
潭
大
沢
家
蔵
品
目
録
』（
昭
和
三
年
三
月
）
に
掲
載
の
左

記
の
、秋

く
さ
の
か
れ
葉
の
し
た
の
き
り
〳
〵
す

い
つ
ま
て
あ
り
て
人
に
き
か
れ
む　

兼
好

の
和
歌
は
『
玉
葉
集
』
に
入
集
の
後
九
条
内
大
臣
の
歌
で
兼
好
の
も

の
で
は
な
い
。
同
じ
く
『
京
都
遠
藤
家
所
蔵
品
入
札
目
録
』（
昭
和

十
一
年
十
二
月
）
掲
載
の
、

き
え
ぬ
へ
き
露
の
わ
か
身
の
お
き
と
こ
ろ

い
つ
れ
の
野
辺
の
草
葉
な
る
ら
ん　

兼
好

　
の
和
歌
も
兼
好
の
も
の
で
は
な
く
、『
続
古
今
集
』
に
入
集
す
る
殷

富
門
院
大
輔
の
和
歌
で
あ
る
。
も
は
や
こ
こ
で
逐
一
例
示
す
る
こ
と

は
し
な
い
が
、
他
の
大
部
分
も
、
勅
撰
集
入
集
歌
な
ど
を
兼
好
の
和
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注（
１
）「
新
燕
十
種
三
」
に
依
拠
。

（
２
）
拙
稿
「
桜
井
基
佐
の
作
品
に
お
け
る
俳
諧
的
表
現
」（
連
歌
俳
諧
研

究
・
第
四
十
号
・
昭
和
四
十
六
年
三
月
）。

（
３
）
松
本
智
子
「『
為
忠
集
』
の
手
法
―『
頼
政
集
』
と
の
類
似
歌
を
中

心
に
―
」（
中
世
文
学
・
第
五
十
三
号
・
平
成
二
十
年
六
月
）。

（
４
）
吉
田
幸
一
編
『
長
嘯
子
全
集
』（
第
四
巻
）
に
収
録
。

（
５
）
拙
稿
「
別
本
桜
井
基
佐
集
に
つ
い
て
」（
古
代
中
世
国
文
学
・
昭
和

四
十
九
年
二
月
）。

（
６
）「
晩
年
の
基
佐
連
歌
―
付
資
料
紹
介
―
」（
大
妻
女
子
大
学
文
学
部

紀
要
・
昭
和
六
十
二
年
三
月
）。

（
７
）『
連
歌
師
宗
祇
』（
平
成
三
年
八
月
）
所
収
、「
足
な
う
て
の
ぼ
り
か

ね
た
る
筑
波
山
―
基
佐
・
宗
祇
確
執
を
め
ぐ
っ
て
」。

（
８
）
西
日
本
国
語
国
文
学
翻
刻
双
書
『
遠
近
草
・
元
用
集
』
に
依
拠
。

（
９
）「
続
群
書
類
従
」（
巻
九
百
三
十
七
）
所
収
。

（
10
）
井
上
宗
雄
著
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

室
町
後
期
〔
改
訂
新
版
〕』

（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
）。

（
11
）
市
古
貞
次
著
『
中
世
小
説
の
研
究
』（
昭
和
三
十
年
十
二
月
）。

（
12
）
注
（
７
）
に
同
じ
。

（
13
）『
中
世
歌
合
集
と
研
究
（
下
）』（
未
刊
国
文
資
料
）
所
収
。

（
14
）
こ
の
百
首
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「『
心
敬
僧
都
百
首
』
の
世
界
―
正

徹
遠
忌
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
中
世
文
学
研
究
・
第
二
十
五
号
・
平

成
十
一
年
八
月
）
で
論
及
し
て
い
る
。

基
本
と
し
て
、
寛
正
三
年
に
某
が
数
行
と
奥
書
を
、
ま
た
途
中
三
首

は
和
歌
の
み
は
別
人
が
補
欠
追
加
し
た
書
冊
に
、
さ
ら
に
正
徹
の
弟

子
正
広
が
家
隆
の
歌
二
首
と
自
詠
を
加
え
て
お
り
、
お
そ
ら
く
正
広

の
手
沢
本
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
内
容
に
立
ち
入
っ
て
み

る
と
、
家
隆
の
『
詠
百
首
和
歌
』
と
み
る
に
は
不
審
な
点
が
多
く
、

本
作
は
い
わ
ば
正
徹
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
家
隆
の
『
次
歌

百
首
』
を
装
っ
て
捏
造
さ
れ
た
偽
書
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
当
代
随
一
の
歌
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
正
徹
と
も
あ

ろ
う
人
物
が
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を
捏
造
し
た
の
か
、
そ
の

意
図
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
夥
し
い
偽
書
が
作
成
さ
れ
た

時
代
の
精
神
の
一
面
を
示
す
資
料
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
、
和
歌
関
連
の
偽

書
成
立
の
背
景
の
一
端
を
具
体
的
に
記
述
し
て
み
た
。

　

こ
の
よ
う
な
偽
書
成
立
の
状
況
の
な
か
に
、
先
の
基
佐
の
捏
造
し

た
和
歌
懐
紙
を
位
置
付
け
て
み
る
と
、
そ
の
行
為
は
金
銭
欲
や
家
系

の
権
威
付
け
な
ど
で
は
な
く
、
当
代
に
お
い
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
心

敬
や
正
徹
の
権
威
を
取
り
込
み
、
あ
く
ま
で
自
分
自
身
の
た
め
に
な

さ
れ
た
も
の
と
思
量
す
る
。
そ
う
い
う
捏
造
行
為
の
背
後
に
貼
り
付

い
て
い
る
心
情
に
思
い
を
致
す
と
き
、
そ
こ
に
悲
し
い
表
情
を
し
た

一
人
の
人
間
が
彷
彿
と
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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（
15
）
拙
稿
「
正
徹
と
心
敬
―
師
弟
感
情
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
国
語
と
国
文

学
・
昭
和
四
十
三
年
・
八
月
）。

（
16
）
木
藤
才
蔵
著
『
連
歌
論
集
・
俳
論
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
昭

和
三
十
六
年
二
月
）
に
紹
介
が
あ
る
。

（
17
）
木
藤
才
蔵
著
『
連
歌
史
論
考
下
』（
昭
和
四
十
八
年
四
月
）。

（
18
）
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
19
）「
も
う
一
人
の
俳
諧
始
祖
永
仙
―
書
簡
か
ら
見
た
桜
井
基
佐
」（『
俳

諧
の
近
世
史
』
平
成
十
年
）
に
所
収
。

（
20
）
三
輪
正
胤
著
『
歌
学
秘
伝
の
研
究
』（
平
成
六
年
三
月
）
ほ
か
。

（
21
）
三
村
晃
功
著
『
中
世
私
撰
集
の
研
究
』（
昭
和
六
十
年
五
月
）。

（
22
）
小
川
剛
生
著
『
兼
好
法
師
』（
中
公
新
書
・
平
成
二
十
九
年
十
一
月
）。

（
23
）
佐
藤
恒
雄
著
『
藤
原
為
家
研
究
』（
平
成
二
十
年
九
月
）
所
収
の
「
広

本
詠
歌
一
体
の
諸
本
と
成
立
」。

（
24
）
佐
藤
恒
雄
著
『
古
代
中
世
詩
歌
論
考
』（
平
成
二
十
五
年
・
三
月
）

所
収
の
「
正
徹
筆
藤
原
家
隆
『
詠
百
首
和
歌
』」。（

本
学
名
誉
教
授
）


