
連
歌
師
　
の
家
庭

○

連
歌
師
が
ど
ん
な
暮
ら
し
か
た
を
し
て
い
た
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
こ
こ
に
家
庭
生
活
の
面
を
取
り
あ
げ
る
。
連
歌
師
も
人
間
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
減
光
作
家
と
し
て
社
会
的
に
活
雌
す
る
反
面
に
は
、
人
の
子
と
し

て
、
あ
る
い
は
夫
と
し
て
、
ま
た
親
と
し
て
の
哀
歓
・
苦
楽
は
、
と
も
に
体
験

し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
、
い
ち
ば
ん
身
近
か
に
感
ず

る
こ
と
の
で
き
る
、
い
わ
ば
生
身
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
こ
こ
で
は
、

子
女
の
有
無
を
融
点
と
し
て
、
子
女
の
あ
っ
た
連
歌
師
を
取
り
あ
げ
て
ゆ
く
こ

と
に
す
る
。
多
く
の
場
合
は
、
子
女
の
あ
っ
た
事
実
を
指
摘
で
き
る
経
度
の
資

料
し
か
な
い
が
、
中
に
は
宗
硯
の
よ
う
に
、
そ
の
家
庭
の
さ
ま
の
か
な
り
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
知
る
こ
と
の
で
き
る
作
家
も
い
る
。

と
こ
ろ
で
子
を
扱
っ
た
連
歌
は
、
菟
玖
波
集
・
新
控
菟
玖
波
集
は
じ
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
家
に
、
い
く
ら
か
ず
つ
存
し
て
い
る
。
和
歌
に
較
べ
て
特
に
多
い

と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
哀
れ
さ
に
心
を
打
た
れ
る
連
歌
は
少
な
く
な
い
。

も
ち
か
ぬ
る
身
を
す
て
ゝ
み
よ
か
し

①
お
も
ひ
子
は
わ
び
人
に
だ
に
有
物
を

×

遺
光
法
師
　
（
菟
玖
波
集
巻
十

五
経
四
）

金
　
　
子
　
　
金
治
郎

こ
ゝ
ろ
た
け
く
も
世
を
い
と
ふ
か
な

①
み
ど
り
子
の
し
た
ふ
を
だ
に
も
ふ
り
す
て
ゝ

×

な
け
ば
な
き
ぬ
る
鶴
の
も
ろ
ど
ゑ

③
親
さ
へ
や
子
に
い
と
け
な
く
成
ぬ
ら
ん

×

な
ぐ
さ
め
お
け
る
未
の
は
か
な
さ

④
み
ど
り
子
は
か
へ
ら
ぬ
旅
を
ま
だ
し
ら
で

×

い
の
ち
の
あ
は
れ
又
な
み
だ
あ
り

用
捨
し
子
を
後
に
み
る
こ
そ
か
な
し
け
れ

×
い
ふ
こ
と
の
末
も
つ
ヾ
か
ぬ
世
中
に

⑥
な
に
お
も
ふ
ら
ん
あ
そ
ぶ
み
ど
り
子

×

お
も
ふ
中
に
も
う
た
が
ひ
ぞ
あ
る

⑦
た
れ
か
き
て
し
ば
し
成
子
と
成
ぬ
ら
ん

×

皿
党
法
師
　
（
同
巻
十
六
雑

五
）

宗
醐
法
師
（
竹
林
抄
巻
九
雑

下
）

権
大
僧
都
心
敬
　
（
同
）
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法
印
行
助
　
（
同
）

平
　
睨
良
庄
　
（
同
）

藤
原
修
正
（
新
釈
菟
玖
波
集
巻

十
六
雑
四
）



か
た
る
を
み
れ
ば
友
と
こ
そ
な
れ

㊥
み
ど
り
子
の
な
に
ど
～
ろ
な
く
打
ゑ
み
て
　
宗
祇
法
師
（
下
章
巻
九
雑
下
）

×

忘
は
て
ぬ
る
こ
ゝ
ろ
は
か
な
や

⑨
み
ど
り
こ
の
な
く
を
ち
ぶ
さ
に
な
ぐ
さ
め
て
　
法
新
兼
載
（
園
琵
第
三
）

×

も
ろ
と
も
に
有
さ
へ
身
こ
そ
佗
し
け
れ

佃
か
な
し
む
ち
ゝ
よ
母
の
く
る
し
び
　
　
　
宗
長
法
師
（
壁
革
巻
九
雑
下
）

⑧
の
腰
覚
、
⑤
の
行
助
は
、
と
も
に
西
行
説
話
の
ど
と
き
を
下
絵
に
す
る
で
あ

ろ
う
し
、
⑦
の
修
茂
は
、
仏
教
的
親
子
観
に
兆
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も

④
の
心
敬
な
ど
、
先
距
の
．
あ
り
そ
う
な
句
も
あ
る
。
し
か
し
、
③
の
宗
糊
、
◎

の
宗
祇
、
⑨
の
兼
我
の
句
な
ど
を
見
る
と
、
幼
児
と
の
接
触
か
ら
生
ま
れ
る
あ

え
か
な
雰
囲
気
が
よ
く
琴
冬
ら
れ
て
い
る
し
、
①
の
佗
人
の
子
、
⑲
の
悲
し
む

父
母
な
ど
、
庶
民
の
世
界
の
切
な
い
心
情
に
打
た
れ
る
。
修
茂
の
⑦
の
ど
と
き

も
、
そ
れ
を
載
固
乱
鵬
の
世
に
置
い
て
み
る
と
き
、
親
子
の
愛
惜
の
底
に
潜
む

不
信
感
の
存
在
に
触
れ
て
、
魂
を
寒
く
さ
せ
ら
れ
る
。

子
を
主
題
に
し
た
連
歌
作
品
の
一
班
で
あ
っ
た
。
連
歌
作
品
の
場
合
、
そ
の

ま
ま
が
生
活
の
前
接
の
裏
白
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
少
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か

し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
連
歌
師
の
生
活
や
経
験
と
全
く
無
関
係
と
い
う
こ
と

は
、
も
と
よ
り
な
い
。
お
よ
そ
こ
れ
は
と
選
ば
れ
る
ほ
ど
の
作
品
に
あ
っ
て

は
、
そ
れ
が
披
等
に
よ
っ
て
実
感
さ
れ
、
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

ま
ず
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
う
し
た
実
感
・
確
認
の

基
盤
に
は
、
直
接
に
、
あ
る
い
は
間
接
に
、
家
庭
生
活
の
経
験
が
参
加
し
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
、
彼
等
連
歌
師
の
営
ん
だ
家
庭
生

活
、
こ
こ
で
は
特
に
子
女
の
・
有
無
に
対
し
て
、
間
心
を
寄
せ
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。こ

の
融
点
は
、
人
と
し
て
の
連
歌
師
に
、
比
較
的
容
易
に
近
づ
く
道
で
あ
っ

て
、
彼
等
の
人
物
像
に
生
気
を
吹
き
こ
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
問

題
の
ほ
か
に
、
連
歌
の
史
的
研
究
に
対
し
て
も
、
重
要
な
間
題
点
を
導
い
て
く

る
。
一
つ
は
、
子
女
の
あ
る
者
が
か
な
り
多
い
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、

連
歌
師
の
世
襲
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
歌
師
と
い
う
こ
の
職
業
作
家
に
は
、

生
涯
を
孤
独
に
過
す
遁
世
の
作
者
と
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
に
特
色
の

あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
世
裂
の
問
題
も
、
こ
の
家
の
営
み
の
中
か
ら
生

じ
、
そ
し
て
消
栃
的
な
意
味
の
特
色
を
な
し
て
、
連
歌
の
固
定
に
拍
車
を
か
け

る
こ
と
に
も
な
る
。

○

子
女
の
あ
る
連
歌
師
は
、
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
、
夫
婦
親
子
の
家
庭
を
営

み
、
恩
愛
の
絆
に
結
ば
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
家
庭
は
持
っ
た
が
子
女
が
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
子
女
の
存
在
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
場
合
は
、
も
と
よ

り
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
請
の
外
で
あ
っ
て
、
判
明
す
る
も

の
の
み
を
取
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
を
数
え
て
も
、
少
な
い
数
で

は
な
い
。

地
下
連
歌
師
の
源
頭
を
な
す
羊
阿
法
師
に
つ
い
て
は
、
子
女
の
有
無
は
分
っ

て
い
な
い
。
そ
の
多
く
の
門
人
の
中
、
胎
覚
・
信
昭
・
救
済
・
良
阿
に
つ
い
て

も
分
っ
て
い
な
い
が
、
た
だ
一
人
十
仏
法
師
に
つ
い
て
は
、
父
を
九
仏
と
い
い
、

子
に
士
仏
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
十
仏
か
ら
五
代

の
孫
詩
宗
精
の
肖
像
讐
上
池
院
宗
精
法
印
肖
像
有
序
」
（
簑
）
を
竺

資
料
と
し
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
『
本
朝
医
考
』
が
あ
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

代
々
医
家
で
あ
っ
て
、
父
九
仏
の
と
き
、
大
和
か
ら
京
都
に
移
住
し
、
十
仏
は
、

36



多
才
多
芸
、
和
歌
を
も
っ
て
聞
こ
え
、
足
利
尊
氏
の
た
め
に
万
葉
集
を
講
じ

た
。
そ
の
子
を
健
望
恵
勇
法
印
と
い
い
、
義
詑
・
義
満
・
義
持
三
代
の
将
軍
に

仕
え
、
士
仏
と
呼
ば
れ
た
。
十
仏
が
康
永
元
年
伊
勢
に
参
宮
し
て
述
作
し
た

『
大
神
宮
参
詣
記
』
を
み
る
と
、
和
漢
に
及
ぶ
学
識
・
詞
謀
の
ほ
ど
が
現
わ

れ
、
「
日
本
二
制
漠
才
学
の
者
也
、
拾
隕
抄
と
て
三
十
帖
作
之
」
（
槻
伝
）

と
い
わ
れ
た
声
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
子
士
仏
が
医
師
と
し
て

若
に
出
仕
し
た
こ
と
は
、
「
医
師
が
法
印
候
レ
肢
」
（
那
望
瑠
璃
、
至
）

「
今
朝
医
艶
㌘
ニ
府
君
命
こ
（
凋
㌻
遽
一
言
ど
と
あ
っ
て
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
府
君
は
時
に
義
清
で
あ
る
。
こ
の
士
仏
か
ら
健
里
恵
勇
法
印

の
ど
と
く
称
号
を
掲
げ
、
九
仏
・
十
仏
に
そ
れ
が
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
十

仏
は
な
お
市
井
の
医
家
に
止
ま
っ
て
い
た
か
と
思
う
。
し
か
し
、
才
学
豊
か
な

知
識
人
と
し
て
、
門
戸
を
張
っ
て
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
確
か
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
学
問
的
な
環
境
が
、
医
師
法
印
の
士
仏
を
育
て
て
い
る
。

救
済
の
門
人
の
中
で
は
、
そ
の
華
麗
な
句
風
に
よ
っ
て
一
世
を
風
臆
し
た
周

阿
に
、
常
松
と
い
う
子
息
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
宗
栂
の

『
初
心
求
詠
集
』
に
、

月
の
名
に
情
を
か
け
て
雲
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
周
阿
息
常
松

と
あ
る
に
よ
る
。
こ
こ
の
周
阿
は
、
『
初
心
求
詠
集
』
の
内
容
が
、
良
基
・
救

済
・
周
阿
の
三
賢
を
中
心
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
救
済
門
の
坂
の
周

阿
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
永
和
二
、
三
年
（
二
二
七
七
）
　
の
問
に
没
し

（
注
1
）

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
　
の
石
山
百
斑
に
み
え
る
周
阿

と
は
別
人
で
あ
る
。
こ
の
常
松
の
迂
歌
は
、
右
の
発
句
以
外
に
知
ら
れ
て
い
な

い
が
、
和
歌
に
つ
い
て
は
、
少
し
ず
つ
分
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ

ず
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
応
永
廿
一
年
十
二
月
八
日
の
㍉
頓
証
寺
汝
楽
百

首
」
（
新
語
甥
。
）
の
常
松
二
首
（
偶
緬
。
）
が
あ
る
。
（
腎
的
省
）

こ
の
百
首
の
歌
人
に
は
、
宋
雅
・
為
努
・
粟
孝
・
正
徹
・
益
之
・
梵
撃
ら
、
当

代
の
代
表
的
な
歌
人
、
お
よ
び
細
川
被
官
の
人
々
が
い
る
。
次
は
、
最
近
稲
田

利
徳
氏
が
紹
介
し
、
「
応
永
二
十
二
年
九
月
頃
、
細
川
家
の
被
官
、
安
徳
宝
密

が
、
父
親
の
追
善
供
養
の
た
め
に
勧
進
し
た
も
の
」
と
推
考
の
「
詠
法
華
経
和

歌
」
（
誓
願
自
）
翫
針
の
二
首
で
、
こ
れ
も
、
宋
聖
賢
・
正
徹
・
虻

燈
・
益
之
ら
に
伍
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

詠
妙
音
品
和
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
軟
骨
松

は
る
7
1
と
山
の
葉
た
か
く
い
つ
る
月
の
た
へ
に
そ
て
ら
す
か
け
も
す
か
た
も

懐
旧

和
讃
の
波
に
心
を
か
け
し
き
み
な
れ
は
け
ふ
の
え
に
こ
そ
よ
り
て
き
く
ら
め

ヽ

　

ヽ

こ
れ
に
は
「
沙
殊
常
松
」
と
あ
っ
て
、
常
松
が
入
道
名
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
な
お
応
、
昔
八
年
の
賢
の
曹
記
で
あ
る
『
薔
患
吟
集
』
（
需
）

（
注
3
）

に
、
正
月
十
六
日
管
領
細
川
右
京
大
夫
入
道
（
清
元
）
家
月
次
会
始
の
会
衆
二

十
四
人
を
列
挙
し
た
中
の
、
「
以
下
観
官
」
と
注
記
し
た
作
者
中
に
、
「
常
松

坂
周
防
入
道
」
が
い
る
。
常
松
入
道
と
記
し
、
細
川
家
の
被
官
人
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
こ
と
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
坂
氏
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く

れ
て
い
る
。
父
の
周
阿
が
坂
氏
で
あ
る
こ
と
は
、
知
迂
抄
・
「
筆
の
す
さ
び
」
・

密
伝
抄
な
ど
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
っ
た
が
、
常
松
も
坂
氏
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
掛
陣
計
松
」
（
認
求
）
を
い
っ
そ
う
確
か
な
も
の
と
す

る
。
そ
の
常
松
が
細
川
被
官
の
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
父
周
阿
の
身
分
を
示
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唆
す
る
点
で
、
大
き
い
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
周
阿
の
出
自

な
ど
は
、
い
っ
さ
い
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
子
の
側
か
ら
手
懸
り
が
出
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。
常
松
と
同
じ
く
細
川
被
官
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
、
必
ず
し
も

い
え
な
い
と
思
う
が
、
属
す
る
階
層
か
ら
い
え
ば
、
周
阿
も
も
と
は
武
家
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
の
武
家
と
、
連
歌
師
と
し
て
の
活
躍
と
が
、
実
際
に
ど
う
い
う
・

形
で
緒
合
し
て
い
た
も
の
か
、
（
た
と
え
ば
武
士
か
ら
連
歌
師
の
群
に
投
じ
た

な
ど
）
そ
の
へ
ん
に
な
れ
ば
漠
然
と
し
て
く
る
が
、
と
に
か
く
こ
れ
ま
で
の
周

阿
橡
よ
り
も
、
遥
か
に
実
体
を
伴
っ
て
現
前
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

連
歌
七
賢
の
中
、
宗
殉
・
心
敬
・
行
助
は
不
明
で
あ
る
が
、
他
の
四
人
に

は
、
子
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
っ
て
い
る
。
専
皿
以
外
は
、
智
茹
・
能
阿
・
宗
伊

と
も
に
、
幕
府
吏
燈
の
作
家
（
智
茄
は
幕
府
の
政
所
代
。
能
阿
は
同
朋
衆
。
宗

伊
は
将
軍
の
近
番
衆
）
で
、
家
系
な
ど
の
知
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ

（
注
4
）

ら
に
つ
い
て
は
、
諸
家
の
研
究
も
あ
る
の
で
、
そ
の
子
と
の
繋
が
り
を
主
に
し

て
、
他
は
で
き
る
だ
け
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

智
Å
霊
竃
崇
鶉
讃
。
）
－
莞
（
翔
議
豊
堅
調
髭
）

能
阿
（
服
墾
霊
璧
）
去
阿
（
議
。
。
諸
讃
競
）

志
（
蠣
墾
詔
聖
）
去
存
（
蛮
譜
）

宗
伊
（
請
雷
相
識
㌫
和
語
。
）
去
祖
法
師

管
絃
に
つ
い
て
は
、
『
寛
政
頂
修
諸
家
譜
』
に
系
図
が
あ
り
、
そ
の
子
嬰
元
も

幕
府
政
所
代
と
し
て
権
勢
を
保
ち
、
宝
徒
二
年
五
月
十
二
日
に
は
、
父
の
故
入

道
智
苑
の
た
め
に
三
雲
追
普
八
晶
和
警
催
し
て
い
る
。
（
鷲
集
）
な

お
『
草
根
集
』
　
（
巷
三
）
　
に
よ
る
と
、
智
港
は
永
享
六
年
八
月
に
幼
児
を
早
世

さ
せ
、
正
徹
の
弔
歌
を
受
け
て
い
る
。

宗
伊
（
腎
盛
）
に
つ
い
て
は
、
『
尊
卑
分
晩
』
　
『
先
政
頂
修
諸
家
語
』
に
清

盛
占
守
長
恒
去
警
す
る
が
、
長
恒
（
語
群
瑠
十
）
は
、
荒

（
琵
5
）

の
弟
で
買
盛
よ
り
も
早
く
死
没
し
、
質
盛
の
没
後
を
弔
う
の
は
、
嗣
子
の
遺
祖

（
賢
威
）

法
師
で
あ
る
。
横
川
景
三
の
「
杉
原
伊
賀
太
守
季
三
伊
公
大
居
士
橡
」

（
感
新
和
斡
新
訳
椚
稿
。
）
に
よ
る
と
、
高
書
法
師
の
請
に
よ
っ

て
、
こ
の
肖
債
の
費
が
成
立
し
て
い
る
。
宗
伊
は
ー
芝
先
立
た
れ
（
植
柁
）
、

家
を
嗣
ぐ
べ
き
弟
の
長
恒
も
斑
き
、
没
す
る
文
明
十
七
年
に
は
、
将
軍
の
不
興

を
軍
っ
な
ど
（
需
）
、
晩
語
苦
る
不
運
の
中
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な

お
没
後
を
手
厚
く
弔
う
実
の
子
は
い
た
の
で
あ
る
。

能
阿
・
専
凧
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
都
を
蹴
れ
、
お
そ
ら
く
家
族
に
も
離

れ
た
流
寓
の
う
ち
に
没
し
て
い
る
。
能
阿
は
、
文
明
三
年
八
月
に
大
和
長
谷
寺

に
没
し
た
が
・
（
毒
賢
鼎
諸
鐙
文
明
）
正
広
の
姜
『
竿
竺
に

よ
る
と
、
能
阿
は
乱
後
奈
良
に
疎
開
し
て
お
り
、
文
明
二
年
の
春
は
、
正
広
ら

と
吉
野
に
遊
ん
で
、
蔵
王
権
現
法
楽
十
首
和
歌
を
詠
み
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
伊

勢
参
宮
へ
と
向
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
か
り
そ
め
の
比
嘉
ぐ
ら
い
に
考
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
豊
文
明
三
年
八
月
に
は
長
谷
寺
に
お
い
て
不
帰
の
客

と
な
っ
て
い
る
。
伊
勢
か
ら
の
帰
路
、
与
苗
天
神
な
ど
連
歌
に
綾
の
深
い
こ
の

地
に
仮
寓
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
族
と
も
離
れ
て
の
寂
し
い
終
焉
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

専
順
が
乱
後
美
濃
に
逃
れ
、
革
手
放
の
斎
藤
妙
椿
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら
、

文
明
八
年
三
月
二
十
日
そ
の
地
に
没
し
た
こ
と
は
、
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
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（
服
詔
紳
四
）
に
見
え
、
梅
庵
古
筆
伝
も
同
昆
六
十
六
管
記
し
て
い
た
。

な
お
金
刀
比
誓
蔵
の
古
等
鑑
の
中
で
曹
し
た
〓
叉
豊
錆
等
）

は
、
美
濃
で
行
わ
れ
た
川
瀬
千
句
の
政
文
で
あ
る
が
、
専
腰
の
卒
去
に
も
触
れ

て
い
る
。文

明
八
年
三
月
上
旬
於
川
瀬
俊
重
在
所
宗
祇
当
州
下
向
之
時
分
相
招
専
順

法
狼
令
狼
行
之
、
＼
其
後
不
敗
専
皿
令
辞
世
然
者
於
此
千
句
者
専
腰
可
謂
臨

終
之
遺
言
者
蠍
開
凝
令
披
見
之
堆
積
老
袖
多
（
全
文
）

日
取
の
明
示
は
な
い
が
、
三
月
上
旬
の
千
句
か
ら
幾
程
も
な
い
辞
世
だ
と
言

い
、
そ
の
千
句
を
「
臨
終
之
遺
云
」
と
呼
ぶ
あ
た
り
、
三
月
二
十
日
の
死
去
に

通
っ
て
い
る
。
ま
た
『
凱
生
智
閑
集
』
は
、
「
文
明
八
年
三
月
五
日
専
順
法
限

追
芸
に
」
（
鵠
綿
製
湖
を
）
訂
撃
、
三
富
あ
げ
て
い
る
。
し
か

し
最
初
の
寄
鴬
懐
旧
の
一
首
に
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

わ
す
ら
れ
ぬ
去
年
の
名
残
を
鴬
の
散
行
花
に
又
そ
う
ら
む
る

と
あ
る
の
は
、
一
回
追
善
の
歌
意
で
あ
る
か
ら
、
文
明
八
年
に
は
誤
り
が
あ
る

に
違
い
な
い
。
と
も
あ
れ
乱
後
流
親
の
問
に
客
死
す
る
専
順
で
あ
っ
た
が
、
子
息

専
存
な
ど
、
ど
う
し
て
い
た
ろ
う
か
。
造
言
と
な
っ
た
川
瀬
千
句
に
も
、
専
存

の
名
は
見
え
な
い
。
あ
る
い
は
幼
名
で
参
加
の
場
合
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い

が
、
そ
れ
と
覚
し
い
名
は
見
出
さ
れ
な
い
。
専
存
の
子
の
専
芸
は
、
幼
名
を
慶

千
世
丸
と
い
う
が
・
（
詔
震
、
文
亀
）
川
竿
旬
の
幼
冬
ら
し
い
も
の

ヽ

　

ヽ

は
、
猿
若
ぐ
ら
い
で
、
該
当
し
そ
う
も
な
い
。

宗
祇
に
つ
い
て
は
、
妻
の
こ
と
も
子
の
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
兼
範
に

つ
い
て
は
、
一
男
を
建
仁
寺
の
月
舟
寿
桂
（
一
匹
六
〇
－
一
五
三
三
）
　
の
弟
子

に
し
た
こ
と
が
、
『
岡
持
・
第
円
』
　
（
仮
称
）
　
の
次
の
詞
欝
に
よ
っ
て
明
ら
か

（
江
6
）

に
さ
れ
た
。

（
魯
）

文
亀
元
年
三
月
十
一
日
小
童
を
建
仁
寺
月
舟
□
尚
小
弟
に
な
し
け
㌃

時
、
和
湧
一
折
に

若
草
も
匂
ひ
を
う
つ
せ
花
の
陰

兼
我
が
そ
れ
ま
で
の
都
の
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
、
関
東
帰
任
を
決
意
し
た
時

期
に
当
た
っ
て
い
る
。
都
で
営
ん
で
い
た
妻
や
子
と
の
家
庭
生
活
が
、
こ
こ
で

整
理
さ
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
相
馬
藩
衆
臣
家
譜
の
猪
苗
代
系
譜
に
は
、
こ
の

小
童
と
思
わ
れ
る
子
を
因
英
と
し
て
い
る
。

接
皆
一
宏
公
之
乱
ヲ
サ
ケ
テ
…
蕪
〝
野
窃
在
ム
古
撃
リ

ー
囚
英
　
建
仁
寺
長
老
紫
衣
僧
也

孟
苗
代
長
刑
」
堅
城
自
叔
父
琵
受
連
歌
伝
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－
宗
悦
　
－
　
兼
如
－

－
千
佐

有
子
孫
屠
岩
城
自
二
伊
達
宗
守
一
受
資
力

在
京
半
年
在
国
半
年

－
正
益
　
有
子
孫
住
仙
ム
〓

こ
の
系
譜
で
は
、
長
刑
を
兼
載
の
子
と
し
、
兼
純
を
そ
の
叔
父
と
し
て
い
る

が
、
伊
達
世
臣
家
譜
で
は
、
兼
純
は
兼
収
の
養
嗣
子
、
昆
刑
は
そ
の
子
と
な

り
、
次
序
に
矛
盾
が
あ
完
。
し
た
が
っ
て
、
全
面
的
に
信
じ
え
な
い
節
も
あ
る

が
、
囲
英
を
兼
戦
の
子
と
し
、
「
建
仁
寺
長
老
紫
衣
僧
也
」
と
注
す
る
あ
た
り

に
、
月
舟
寿
桂
に
托
し
た
小
童
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

宗
長
に
も
、
晩
年
に
一
男
一
女
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
彼
自
身
の
筆
で
古
き
と

め
ら
れ
て
い
る
。
七
十
歳
の
永
正
十
四
年
十
二
月
に
書
い
た
『
宇
津
山
記
』
の

末
尾
に
、
次
の
記
述
が
あ
る
。



此
国
に
あ
り
て
、
と
き
あ
ら
ひ
衣
の
か
た
ら
ひ
に
、
あ
り
7
1
て
子
と
い

ふ
も
の
二
人
、
ひ
と
り
は
お
の
子
、
生
れ
L
よ
り
、
安
元
や
し
な
ひ
に
し

て
、
出
家
と
定
む
る
、
仮
名
を
巾
あ
た
へ
、
唱
食
か
た
ち
、
承
沌
十
一

歳
、
め
の
わ
ら
は
十
三
、
是
も
尼
に
な
ど
思
ひ
を
き
て
L
を
、
哀
れ
が
る

人
あ
り
て
、
こ
と
し
の
幕
、
い
ひ
名
付
と
や
ら
ん
い
ふ
事
に
て
、
お
と
こ

あ
り
と
そ
、
七
旬
の
心
や
す
さ
、
い
ま
は
の
時
に
も
、
忠
を
く
事
露
侍
ら

じ
、
し
か
は
あ
れ
ど
、
な
に
と
な
く
不
便
に
も
お
ぼ
ゆ
る
事
あ
り
て
、

こ
れ
彼
に
か
け
は
な
る
れ
ど
哀
也
子
を
思
ふ
閻
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し

露
の
玉
の
を
、
も
し
春
の
草
に
も
か
～
り
て
侍
ら
ば
、
必
ず
紫
野
ゆ
き
、

し
め
の
野
守
と
も
な
り
て
は
て
ん
か
し
、

十
三
の
女
子
に
は
許
婚
が
あ
り
、
十
一
の
男
の
子
承
花
は
、
宗
長
の
庇
護
者
斎

藤
加
賀
守
安
元
の
猶
子
と
し
て
山
家
す
る
こ
と
と
な
り
、
行
末
は
そ
れ
ぞ
れ
案

ず
る
要
も
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
な
お
命
あ
る
限
り
は
、
子
の
守
り
に
な
り
た

い
と
い
う
あ
た
り
に
、
宗
長
の
衷
情
が
按
遺
さ
れ
、
「
か
な
し
む
ち
ゝ
よ
母
の

く
る
し
び
」
（
盟
。
）
と
詠
ん
だ
人
ら
し
い
切
な
さ
が
見
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
承
花
に
つ
い
て
は
、
摂
津
の
能
勢
因
幡
守
後
室
慈
香
禅
尼
か
ら
も

養
子
に
迎
え
る
話
が
あ
っ
て
果
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
『
宗
長
手
記
』
大
、
埜
二

年
正
月
の
記
事
に
見
え
て
い
る
。
天
文
十
三
年
に
宗
牧
の
関
東
下
向
を
駿
河
固

に
お
い
て
迎
え
た
誰
庵
が
、
こ
の
承
正
の
成
長
し
た
姿
で
あ
る
。
こ
の
時
宗
牧

は
、
都
か
ら
携
え
た
宗
長
十
三
回
追
善
和
沌
百
出
を
丸
子
の
某
前
に
供
え
な
ど

し
て
越
年
し
、
翌
天
文
十
四
年
正
月
七
日
に
は
、
誰
庵
の
も
と
で
和
漢
を
興
行

し
て
い
る
。
こ
と
は
『
東
国
紀
行
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
別
に
こ
の
旅
の
句
．

塞
き
留
め
た
『
宗
牧
句
集
』
（
豊
酎
聖
が
あ
受
そ
れ
に
は
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

七
日
宗
長
息
誰
庵
和
漢
興
行

け
ふ
つ
む
や
い
く
古
こ
と
の
初
若
な

と
あ
っ
て
、
誰
庵
が
宗
長
の
子
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
時
に
三
十
八

歳
の
壮
歳
に
達
し
、
和
洩
（
お
そ
ら
く
誰
庵
洩
句
）
を
巻
く
よ
う
な
知
識
人
に

成
長
し
て
い
た
。

O

「
と
き
あ
ら
ひ
衣
の
か
た
ら
ひ
に
、
あ
り
／
＼
て
」
と
は
、
宗
長
が
そ
の
妻

に
触
れ
た
一
節
で
、
短
い
け
れ
ど
も
貴
重
な
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

同
じ
宗
祇
門
の
宗
禍
の
場
合
は
、
前
妻
を
離
縁
す
る
不
幸
を
は
じ
め
、
後
妻
の

こ
と
、
そ
の
子
の
こ
と
な
ど
、
細
か
い
家
庭
の
事
情
が
現
わ
れ
、
連
歌
師
の
生

活
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
、
。
宗
相
は
、
新
撰
菟
玖
波
集
に
も
入
集

し
な
い
、
宗
祇
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
が
、
そ
の
琵
愛
を
受
け
て
、
宗
祇
終
焉
の

旅
に
随
行
し
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
宗
祇
の
種
玉
庵
に
住
む
よ
う
に
な
る
。
宗

禍
の
家
庭
の
事
情
の
見
え
て
く
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
三

条
西
実
降
の
実
隆
公
記
や
、
歌
集
再
昌
章
が
そ
の
資
料
で
あ
る
。

宗
祇
が
箱
根
湯
本
に
没
し
た
の
は
、
文
亀
二
年
七
月
晦
日
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
宗
頂
は
そ
の
年
の
内
に
帰
洛
し
、
翌
文
亀
三
年
正
月
六
日
に
は
、
先
輩
の

玄
清
や
、
専
職
の
孫
の
慶
千
世
丸
と
と
も
に
、
突
隆
第
に
年
頭
の
挨
拶
に
出
て

い
る
。
し
か
し
宗
祇
旧
跡
の
種
玉
庵
に
入
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
な
お
数
年
の
嶺

で
あ
る
。
永
正
七
年
四
月
四
日
に
、
宗
頂
の
草
庵
に
お
い
て
、
連
歌
会
が
行
わ

れ
、
実
権
の
発
句
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
記
事
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

四
月
三
日
、
宗
相
草
庵
宗
祇
旧
跡
也
に
て
明
日
連
歌
あ
る
へ
し
、
発

40

句
と
て
こ
ひ
侍
し
か
は
、

初
音
も
や
宿
は
む
か
し
の
は
と
ゝ
き
す

（
1
再
呂
草
）



こ
の
発
句
で
、
昔
I
の
宿
に
お
け
る
初
音
だ
と
い
う
の
は
、
宗
祇
旧
跡
に
お
け
る

会
始
め
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
会
に
近
い
時
期
に
入

臆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
時
に
宗
碩
三
十
七
歳
で
あ
る
。

椰
玉
庵
に
つ
い
て
は
、
伊
地
知
鉄
男
氏
が
『
宗
祇
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ

う
に
、
上
京
区
上
立
売
新
町
下
ル
に
現
在
も
存
し
て
い
る
三
時
知
恩
守
（
入
江

殿
、
入
江
御
所
）
　
に
隣
接
す
る
が
、
明
応
五
年
関
二
月
廿
六
日
に
同
寺
の
南
の

土
蔵
か
ら
出
火
し
て
、
附
近
を
焼
い
た
と
き
、
宗
祇
の
庵
は
火
災
・
そ
免
れ
て
い

る
か
ら
、
（
宗
）
寺
の
南
側
に
は
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
後
這
げ
る
再
呂

草
の
記
述
に
よ
二
し
、
入
江
殿
と
の
問
に
通
路
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か

に
さ
れ
、
な
お
宗
祇
が
間
臆
し
た
時
期
は
、
文
明
五
、
六
、
七
年
の
間
の
夏
で

あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。

種
玉
庵
は
、
文
明
十
年
十
二
月
廿
五
日
の
火
災
で
は
焼
亡
し
て
い
る
が
、
そ

の
時
の
記
事
も
、
．
庵
の
所
在
を
あ
る
程
度
示
し
て
く
れ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

廿
丘
日
夜
半
京
都
焼
亡
、
小
河
之
東
よ
り
室
町
を
堺
て
二
時
計
焼
了
、
御

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

霊
殿
焼
了
、
析
近
衛
殿
人
一
条
股
へ
御
成
、
則
広
橋
亭
工
細
入
云
々
、
宗

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

小

）

祇
之
在
所
同
焼
了
、
三
条
以
下
公
家
者
少
屋
共
暦
以
焼
了
、
御
陣
三
分
一

ハ
滅
亡
了
・
（
触
傾
彗
脱
欄
需
恕

小
川
通
の
東
と
、
室
町
通
の
問
は
、
入
江
股
の
あ
る
新
町
通
を
内
に
包
む
地
域

に
あ
た
っ
て
い
る
。
入
江
殿
に
隣
接
す
る
種
玉
魔
が
焼
亡
の
厄
に
あ
う
の
も
当

然
で
あ
る
。
た
だ
し
入
江
殿
が
焼
け
た
か
ど
う
か
、
こ
の
奈
良
に
お
け
る
伝
聞

記
録
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

入
江
股
は
、
応
仁
乱
の
こ
ろ
は
す
で
に
現
在
地
に
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
の
寺

域
は
、
北
は
上
立
売
通
ま
で
、
南
は
中
御
霊
辻
子
、
東
は
室
町
通
ま
で
、
西
は

新
町
通
の
西
な
る
茶
畑
ま
で
を
占
め
、
本
院
は
ほ
ぼ
現
在
の
位
置
に
あ
り
、
東

に
東
魔
、
西
に
酋
廃
が
あ
っ
た
と
い
う
。
後
光
肢
院
の
皇
女
鬼
子
（
入
江
内
親

王
）
　
を
初
代
と
し
、
伏
見
宮
家
・
足
利
将
軍
家
か
ら
方
丈
と
し
て
入
室
す
る
の

が
、
宗
祇
こ
ボ
碩
ご
ろ
ま
で
の
実
際
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宥
聞
御
記
な
ど

か
ら
、
気
付
い
た
も
の
を
時
代
の
順
に
あ
げ
て
み
る
。

（
追
記
1
参
照
）

2
故
威
花
院
卸
娘
　
（
謡
朝
鮮
応
永
州
）

2
室
町
殿
（
義
持
か
）
娘
（
同
心
）

4
崇
光
院
拒
宮
　
　
　
　
（
同
右
）

5
後
崇
光
院
娼
宮
　
（
票
毘
肇
欝
攣
）

6
若
殿
（
羞
）
娘
　
（
謂
㌔
聖
霊
悪
怒

7
寄
警
義
導
娘
（
根
盟
欝
哺
岩
慧
㌫
垢
裾
撃
舶

∴
∵
）

な
お
、
大
永
六
年
六
月
十
一
日
に
九
十
四
の
高
蛤
で
入
寂
し
た
方
丈
が
い
る
。

（
譜
墾
）
（
追
記
2
）
宗
祇
が
文
明
初
年
に
種
玉
庵
を
営
ん
だ
こ
ろ
か
ら

の
方
丈
は
こ
の
人
で
、
こ
の
長
寿
の
尼
の
隠
居
の
後
が
、
義
尚
娘
と
な
る
。
「
入

江
叔
今
御
所
」
と
は
、
前
の
方
丈
が
隠
居
し
て
大
御
所
と
呼
ぶ
に
対
し
て
、
方

丈
の
現
職
に
あ
る
を
い
う
。
宗
項
が
柁
玉
庵
に
住
む
こ
ろ
は
、
長
寿
の
尼
が
前

方
丈
、
義
尚
娘
が
現
方
丈
で
あ
る
。
な
お
宗
祇
・
宗
碩
の
住
庵
時
期
を
通
じ
て
、

入
江
殿
東
庵
に
は
、
三
条
酋
実
降
の
姉
の
聖
珍
大
姉
が
住
庵
し
て
い
る
。
望
珍

は
、
十
九
歳
の
時
（
震
）
に
山
家
入
寺
し
、
六
十
余
年
あ
っ
て
、
享
禄
元
年

九
月
廿
九
日
、
八
十
一
歳
で
永
眠
し
て
い
る
。
（
珊
呂
）
宗
祇
と
実
隆
の
窯

な
交
渉
に
見
落
し
え
な
い
の
が
、
こ
の
聖
珍
の
存
在
で
あ
る
。
実
隆
公
記
に
入
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江
撃
夏
が
あ
っ
て
、
帰
路
慧
庵
に
寄
る
（
雷
朴
紡
）
と
か
、
種
玉
庵

の
帰
り
に
入
江
だ
参
っ
た
（
欄
梵
条
）
な
ど
あ
る
の
ほ
、
こ
の
志
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
長
芋
二
年
十
一
月
十
九
日
種
五
庵
の
歌
会
に
、
「
以
雪
作
富
士

山
、
慕
盟
之
燻
尤
有
其
輿
」
と
い
う
作
物
を
届
け
て
き
た
入
江
殿
も
、
東
魔
と

ヽ

　

ヽ

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
明
応
八
年
四
月
十
五
日
に
、
実
降
・
宗
祇
と
も
に
三
時

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

知
恩
院
に
参
入
と
あ
る
の
は
本
院
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
庵
の
聖
珍
だ
け
で
な

く
、
入
江
殿
の
本
院
と
も
親
密
な
交
渉
を
保
っ
て
い
た
の
が
、
宗
祇
の
時
代
で

あ
っ
た
と
見
え
る
。

宗
頂
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
種
玉
庵
の
位
置
と
、
入
江
殿
と
の
関
係
の
あ
ら

ま
し
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
永
正
七
年
四
月
四
日
に
草
庵
最
初
の
会
が

行
わ
れ
、
そ
の
．
後
は
、
宗
祇
時
代
に
そ
う
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
入
江
殿
と
の

問
の
通
路
が
再
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
跡
イ
）

廿
四
日
宗
碩
法
師
が
魔
室
、
も
と
の
宗
祇
法
師
□
三
時
知
恩
院
の
う
ち

へ
、
あ
り
し
こ
と
く
迫
を
あ
け
た
る
よ
し
坤
持
し
に
、
申
つ
か
は
し
持
し
、

お
な
し
く
は
そ
の
世
は
か
り
の
跡
も
あ
れ
な
ふ
り
に
し
道
に
け
ふ
は
か
へ
り

ぬ
　
返
し

こ
と
の
葉
の
か
し
こ
き
玉
を
光
に
や
を
よ
び
な
き
世
の
跡
を
し
も
み
ん

実
降
の
希
望
も
、
宗
誠
の
決
意
も
、
と
も
に
宗
祇
時
代
の
再
現
を
求
め
る
糟
答

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
宗
項
の
種
玉
庵
入
り
に
は
、
特
別
な
期
待

が
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
庵
そ
の
も
の
が
そ
れ
だ
け
の
伝
統
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
種
玉
庵
入
り
は
、
宗
痛
の
連
歌
活
軌
を
促
進
す

る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
蟻
か
種
玉
庵
の
跡
に
入
っ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
永
正
七
年
三
十
七
歳

の
と
き
で
あ
っ
た
が
、
五
十
一
哉
の
大
永
四
年
に
な
っ
て
、
吏
キ
仇
別
す
る
串

件
が
起
き
て
い
る
。
妻
昔
は
移
臆
の
前
か
ら
の
こ
と
か
ど
う
か
、
そ
の
へ
ん
は

よ
く
分
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
こ
で
の
生
活
は
、
か
し
つ
く
妻
の
あ
る
家
庭

生
活
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
宗
頓
が
能
書
へ
下
向
し
た
（
諦
霊
㌫
。
）

そ
の
留
守
に
、
・

入
江
股
栄
泉
庵
来
、
宗
璃
留
守
聞
事
、
有
被
談
之
事
、
言
語
道
断
、
不
可
説

々
々
々
（
詔
批
月
）

と
い
う
事
件
が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
。
後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
宗
宿
の

妻
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
入
江
損
に
仕
え
る
栄
泉
庵
－
実
隆
の
姉
の
聖
珍

に
近
侍
の
尼
で
あ
ろ
う
I
が
、
そ
の
草
情
を
訴
え
て
、
実
降
の
意
見
を
求
め
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
と
に
か
く
宗
硯
の
留
守
中
の
た
め
、
問
題
を
学
ん

だ
ま
ま
に
豊
大
永
五
年
を
迎
え
、
能
登
か
ら
の
帰
洛
を
待
つ
事
に
な
る
。
実
降

公
記
は
、
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
記
事
を
欠
く
が
、
帰
洛
は
三
月
下
旬
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
四
月
二
日
に
能
登
か
ら
の
送
金
な
ど
が
、
宗
欄
か
ら
突
隆
の
許
に

届
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
々
四
日
に
は
、
実
隆
は
入
江
殿
を
訪
問
し
‥
そ

の
帰
路
宗
柑
草
癖
に
藤
の
花
を
賞
翫
し
て
い
る
。
裏
面
に
は
書
か
れ
て
い
な
い

が
、
留
守
中
の
妻
の
問
題
も
、
ど
こ
か
で
何
程
か
は
触
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
か
ら
十
日
後
の
四
月
十
四
日
の
日
記
に
、
「
宗
碩
明
日
可
下
向
丹
州

云
々
、
妻
離
別
事
談
之
」
と
見
え
、
問
題
が
離
婚
の
形
で
処
理
さ
れ
た
こ
と
を

舎
げ
て
い
る
。
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
H
最
悪
な
敬
筍

を
余
儀
な
く
す
る
よ
う
な
事
情
は
、
深
刻
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
そ
の
事
情
に
、
旅
に
出
て
留
守
が
ち
な
連
歌
師
の
日
常
も
、
理
由

の
一
部
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
連
歌
師
の
悲
劇
だ
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
相
の
丹
州
下
向
は
、
細
川
高
田
の
出
家
騒
ぎ
の
突
発

で
、
ど
う
や
ら
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
ら
し
い
が
、
妻
の
離
別
の
方
は
、
そ
の
ま
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ま
実
行
さ
れ
、
や
が
て
ま
た
新
し
い
碁
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
間
に
、
宗
祇
時
代
か
ら
親
籍
で
あ
っ
た
入
江
は
前
方
丈
の
大
御
所
が
、

大
永
六
年
六
月
十
一
日
九
十
四
歳
の
甘
回
心
で
入
寂
す
る
。
同
二
十
定
日
に
、
こ

の
大
御
所
の
遺
徳
を
L
l
の
ぶ
長
い
前
書
の
あ
る
実
権
の
悼
歌
二
首
が
、
宗
補
の

許
へ
贈
ら
れ
て
く
る
。
（
讃
輿
）
そ
れ
に
対
す
る
志
の
答
歌
が
、
再
呂

章
に
は
な
い
が
、
雪
玉
集
に
は
古
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
贈
答
の
歌
だ
け
あ
げ

て
お
く
。

な
か
む
へ
き
形
見
の
雲
も
な
き
跡
の
完
を
か
な
し
む
苔
の
下
み
ち

（
い
の
も
）

百
年
に
た
ら
ぬ
此
世
を
は
か
り
な
き
寿
あ
る
帽
に
う
つ
し
て
そ
見
る

か
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
相

埋
れ
し
夕
の
苔
の
下
露
に
ぬ
れ
に
そ
ぬ
れ
L
L
る
も
し
ら
ぬ
も

な
け
か
し
な
此
よ
な
か
ら
も
は
か
り
な
き
い
の
ち
あ
る
国
に
到
る
わ
か
れ
は

こ
の
贈
答
の
内
容
は
と
に
か
く
、
入
江
殿
大
御
所
の
死
を
悼
む
歌
が
、
宗
絹
の

許
へ
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
結
局
、
入
江
腰

と
宗
項
と
は
、
宗
祇
時
代
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ご
く
親
密
な
交
渉
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
が
、
こ
の
贈
答
な
ど
見
る
と
、
入
江
殿
に

対
し
て
、
あ
る
種
の
対
外
的
な
窓
口
の
役
割
を
果
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。

翌
大
永
八
咋
（
享
禄
元
年
）
七
月
廿
七
日
の
尖
隆
公
記
に
、
「
宗
輯
来
。
入

江
段
辺
不
快
事
語
之
」
と
あ
っ
て
、
ま
た
何
事
か
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
が
、
後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
宗
相
と
入
江
殿
に
仕
え
る
桂
林
房
と
の

問
に
新
し
い
関
係
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
宗
碍
時
に
五
十
五
歳
で
あ
る
。
こ
の

記
事
の
あ
と
、
宗
相
は
山
科
の
宿
所
へ
移
り
、
そ
こ
か
ら
能
登
国
へ
下
向
し
て

い
る
。
種
玉
庵
跡
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
す
で
に
姫
振
し
て
い
る
桂

林
房
も
こ
の
山
科
に
移
し
て
い
た
ら
し
く
、
宗
碩
の
留
守
中
に
、
そ
の
女
の
許

へ
、
尖
隆
か
ら
小
袖
な
ど
彗
て
い
る
。
（
諸
島
∵
T
禄
）
能
等
憲

描
が
帰
洛
す
る
の
は
、
亨
空
年
四
月
初
め
で
、
（
議
如
月
）
桂
埜
臥
が
待

っ
山
科
の
納
所
に
入
る
。
そ
し
て
間
も
な
く
男
子
の
誕
生
と
な
る
が
、
不
運
に

も
す
ぐ
に
死
亡
し
て
い
る
。
実
隆
公
記
四
月
九
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

入
江
相
托
鉢
房
、
丑
八
才

宗
紹
誕
生
男
子
天
亡
、
母
無
蒜
云
々
、
於
山
科
宥
此
事
ぶ
々
。

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
昨
年
来
の
「
入
江
殿
辺
不
快
事
」
の
事
情
も
、
相
手

が
三
十
八
歳
の
頼
林
房
で
あ
る
こ
と
も
、
入
江
殿
に
隣
接
す
る
草
庵
に
入
る
こ

と
が
で
き
な
い
理
由
も
、
す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
ま
ゝ
山
科
に

住
む
こ
と
は
、
連
歌
師
と
し
て
の
活
動
に
も
支
障
が
あ
る
た
め
、
宗
祇
旧
跡
へ

の
復
帰
を
し
き
り
に
運
動
し
た
ら
し
く
、
六
月
廿
二
日
に
は
、
実
隆
の
萄
旋
に

ょ
っ
て
、
「
通
路
等
可
為
如
旧
」
と
い
う
寛
大
な
処
帯
で
帰
庵
を
許
さ
れ
る
。

喜
ん
で
廿
三
日
に
は
入
江
殿
に
礼
に
参
っ
て
い
る
が
、
何
か
の
都
合
が
あ
っ
た

の
か
、
実
際
に
は
九
月
廿
日
に
移
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
桂
林
房
も
共
に
移
り

住
ん
だ
に
ち
が
い
な
く
、
十
月
十
一
日
の
公
記
に
は
、
「
宗
硝
妻
送
菊
花
」

（
霊
）
な
ど
と
旦
芸
い
る
。

入
江
は
を
追
わ
れ
た
上
に
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
ま
で
失
う
苦
し
み
の
一
年
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
痛
手
も
軍
え
、
よ
う
や
く
落
着
き
を
取
り
戻
し
た
さ
ま
が
、
こ

の
菊
花
に
托
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
年
を

へ
た
亭
望
年
十
万
土
二
日
に
は
、
「
宗
柏
女
孟
母
こ
（
霊
）
の
存
び

の
時
を
迎
え
る
。
と
い
っ
て
も
宗
相
は
五
十
七
歳
、
行
末
の
案
じ
ら
れ
る
年
で

は
あ
る
。

職
業
連
歌
師
と
し
て
は
、
い
つ
ま
で
も
都
に
止
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
女
子
玉
の
生
ま
れ
た
翌
年
の
等
禄
四
年
六
月
十
二
日
に
は
、
門
人
用
桂
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を
伴
っ
て
、
中
田
下
向
の
旅
を
志
し
、
十
四
日
に
進
発
す
る
。
こ
れ
が
永
別
に

な
る
な
ど
と
は
、
も
ち
ろ
ん
誰
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
父
宗

覇
の
留
守
中
、
狼
の
玉
は
、
乳
母
の
智
春
に
伴
わ
れ
て
、
尖
隆
第
へ
は
度
々
参

上
し
、
享
禄
五
年
（
天
文
元
）
十
一
月
十
七
日
に
は
、
玉
の
髪
置
の
祝
い
に
実

隆
か
ら
贈
物
が
届
け
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
温
い
周
閲
の
中
で
生
長
し
て
い
る
。

天
文
二
年
も
、
玉
は
二
月
一
日
に
実
隆
第
へ
挨
拶
に
行
き
、
こ
と
に
五
月
廿

五
日
に
は
、
乳
母
の
智
春
と
と
も
に
参
上
し
て
、
旅
先
の
父
の
背
面
と
、
父
か

ら
命
ぜ
ら
れ
た
嘱
一
羽
に
五
十
疋
の
礼
物
を
届
け
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に

は
、
そ
れ
よ
り
一
ケ
月
前
の
四
月
廿
四
日
に
、
宗
相
は
長
門
固
府
中
の
旅
宿
に

お
い
て
、
六
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
随
行
の
周
桂
か
ら
京
の

留
守
宅
へ
、
そ
の
悲
報
の
と
ど
く
の
は
、
六
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
廿
八

日
に
は
、
さ
っ
そ
く
智
春
と
宗
牧
が
来
て
、
実
降
に
報
告
す
る
。
そ
の
実
隆
の

配
慮
の
下
に
、
中
陰
の
仏
事
が
、
七
月
二
日
か
ら
十
一
日
に
わ
た
っ
て
、
桂
香

院
内
寮
（
入
江
殿
の
内
か
）
　
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

宗
碩
晩
年
の
家
庭
生
活
で
あ
っ
た
。
前
妻
を
離
縁
し
て
、
新
し
い
妻
を
迎
え

る
よ
う
な
校
雑
な
事
情
が
、
入
江
殿
と
の
関
係
の
下
に
、
い
っ
そ
う
柁
雑
化

し
、
息
苦
し
い
形
で
進
む
問
に
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
男
児
を
失
い
、
そ
の
あ

と
玉
と
い
う
女
児
を
得
る
ど
と
き
、
人
の
親
と
し
て
の
哀
歓
が
絡
ん
で
い
る
。

そ
れ
に
絶
え
ず
地
方
へ
の
旅
が
繰
返
さ
れ
、
そ
の
果
て
は
、
妻
や
幼
い
子
を
都

に
残
し
た
ま
ま
、
旅
中
に
命
を
落
し
て
い
る
。
連
歌
師
の
悲
劇
的
な
生
活
を
、

こ
こ
に
集
約
し
て
い
る
ど
と
く
で
あ
る
。

○

連
歌
師
の
生
活
を
、
そ
の
妻
、
そ
．
の
子
の
有
無
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
と

き
、
世
を
捨
て
た
遁
世
着
と
ち
が
っ
て
、
家
庭
を
営
み
、
妻
子
の
存
し
た
者
が

段
々
見
え
て
く
る
。
宗
頂
の
後
で
い
え
ば
、
宗
牧
に
子
の
宗
秦
が
あ
り
、
昌
休

に
呂
叱
が
あ
り
、
紹
巴
に
玄
偽
・
玄
仲
が
あ
る
と
い
う
ご
と
く
、
時
代
が
下
る

に
し
た
が
っ
て
、
妻
子
の
あ
る
の
が
普
通
と
い
う
状
態
に
な
る
。
こ
の
こ
と

は
、
連
歌
師
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
特
色
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
そ
う
と

す
れ
ば
、
妻
子
の
有
無
の
知
ら
れ
て
い
な
い
連
歌
師
、
た
と
え
ば
肝
心
の
宗
祇

の
ど
と
き
人
に
も
、
あ
る
い
は
、
す
く
な
く
と
も
妻
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
っ
た
臆
測
も
生
ま
れ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
今
の
と
こ
ろ
、
な
ん
の
手

掛
り
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
。

辿
歌
師
の
世
奥
の
間
題
も
、
子
べ
の
愛
情
、
家
へ
の
執
念
と
関
係
が
あ
る
。

そ
し
て
連
歌
師
の
世
襲
が
目
立
っ
て
く
る
時
期
は
、
残
念
な
が
ら
連
歌
の
衰
退

す
る
時
期
で
あ
る
。
宗
牧
は
、
女
の
子
を
二
歳
で
失
う
よ
う
な
不
幸
を
経
験
す

る
が
（
肇
弐
㌔
）
そ
の
子
賀
（
後
、
宗
黄
）
空
人
前
の
連
歌
師
に

育
て
る
苦
心
は
、
な
み
な
み
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
天
文
十
三
年
の
東
国
旅

行
を
前
に
、
．
無
為
の
た
め
に
『
当
風
連
歌
秘
事
』
を
著
作
し
、
わ
が
子
が
旅

中
・
人
の
雷
に
莞
ら
れ
る
よ
う
に
と
心
を
撃
、
（
豊
）
こ
の
旅
の
末

に
、
下
野
同
佐
野
に
没
す
る
に
当
た
っ
て
、
近
衛
値
家
公
へ
古
今
伝
授
の
筈
を

送
り
、
「
も
み
ち
は
は
常
な
き
風
に
ち
り
ぬ
と
も
な
を
こ
の
も
と
を
哀
と
は
見

よ
」
の
＝
。
を
添
え
て
、
わ
が
子
に
対
す
る
琵
宗
め
て
い
る
。
（
震
貼

鮒
話
撼
提
議
配
竃
）
宗
牧
の
後
は
子
の
宗
秦
の
一
代
を
も
っ
て
、
連

歌
の
家
を
終
る
が
、
里
村
昌
休
の
後
、
里
村
租
巴
の
後
と
な
れ
ば
、
安
土
桃
1
1
－
時

．
代
か
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
長
く
連
歌
の
家
を
伝
え
て
ゆ
く
。
そ
の
発
端
と

な
っ
た
口
休
は
、
没
す
る
前
に
、
わ
が
子
H
H
叱
の
後
見
を
門
人
紹
巴
に
托
し
て

（
江
7
）

い
る
。
子
へ
の
愛
、
連
歌
の
家
へ
の
執
心
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
R
叱
の
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後
の
里
村
両
家
、
紹
巴
の
後
の
里
村
北
家
は
、
共
に
穂
川
幕
府
に
仕
え
て
、
も

っ
と
も
大
き
い
宗
匠
家
を
な
す
が
、
こ
の
外
、
仙
台
藩
の
猪
苗
代
家
、
石
井
家

な
ど
の
家
々
が
世
襲
さ
れ
て
行
く
。
そ
し
て
そ
の
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
連
歌
師

に
家
を
営
み
、
妻
子
の
あ
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
、
連
歌
師
の
生
活
の
特

色
に
賢
が
っ
て
行
く
。

（
注
1
）
木
藤
才
蔵
氏
「
良
阿
と
周
阿
」
　
（
『
連
歌
と
そ
の
周
辺
』
所
収
）

（
注
2
）
　
「
正
徹
・
喪
孝
の
和
歌
を
含
む
『
詠
法
華
経
和
歌
』
の
新
資
料
に
つ

い
て
」
　
（
『
国
文
学
』
昭
和
四
四
年
五
月
号
）

（
法
3
）
斎
藤
清
衛
先
生
『
近
古
時
代
文
芸
思
潮
史
』
、
井
上
宗
雄
氏
『
中
世

歌
壇
史
の
研
究
・
室
町
前
期
』
に
紹
介
が
あ
る
。

（
注
4
）
伊
地
知
鉄
男
氏
『
宗
祇
』
　
（
昭
和
一
八
・
八
）
、
斎
藤
東
光
氏
「
連

歌
七
賢
時
代
に
つ
い
て
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
三
五
二
二
）
石
村

雅
子
氏
「
室
町
時
代
退
歌
最
盛
期
に
活
躍
し
た
蟻
川
智
茄
と
池
坊
専
皿

に
つ
い
て
の
覚
え
雷
き
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
四
二
・
．
一
）

（
注
5
）
　
『
後
法
興
院
記
』
、
文
明
十
二
年
二
月
廿
日
条
「
月
次
和
摸
会
也
、

但
今
日
杉
原
兄
姦
悪
来
、
令
兼
行
連
歌
、
彼
両
人
当
時
孟
歌
師

也
」
と
あ
る
。

（
注
6
）
伊
地
知
鉄
男
氏
「
兼
栽
句
集
『
関
屋
』
の
覚
え
書
」
　
（
『
連
歌
俳
諸

研
究
』
2
号
、
昭
二
七
二
一
）

（
注
7
）
小
高
敏
郎
氏
『
あ
る
連
歌
師
の
生
涯
－
里
村
紹
巴
の
知
ら
れ
ざ
る
生

活
－
』
　
（
昭
四
二
刊
）

（
追
記
1
）
入
江
H
歴
代
に
つ
い
て
、
伊
地
知
氏
の
蓼
不
、
橋
本
不
美
男
氏
の
高

配
に
よ
り
苫
按
堅
城
「
諸
寺
院
上
申
」
　
（
七
冊
）
の
中
の
三
時
智
恩
寺

の
「
由
緒
雷
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
に
必
要
な
最
初
の
部
分

を
抄
出
す
る
。

創
立
　
入
江
内
親
王

後
光
朕
帝
皇
女
見
子
女
王
　
（
下
署
）

開
祖
　
覚
定
性
仙
大
神
帥
　
知
恩
院

足
利
義
満
公
息
女
故
略
之

第
二
世
　
三
時
知
恩
院
了
山
大
菩
薩
戒
尼

称
光
天
皇
第
一
皇
女
（
小
器
）
応
永
冊
一
年
甲
辰
四
月
十
九
日
御
入
室

御
年
九
歳
（
小
暑
）
永
正
六
年
己
巳
六
月
十
一
日
琵
去
御
年
九
十
四
歳

（
某
所
昇
）

第
三
世
　
松
山
柏
性
大
菩
薩
戒
尼

後
士
御
門
帝
皇
女
（
中
署
）
文
明
十
二
年
御
入
中
空
（
小
器
）
永
禄
戊
午

八
月
州
自
責
去
御
年
九
十
九
歳
（
某
所
即
〇

抄
出
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
由
緒
封
は
、
足
利
将
即
家
出
の
方
丈
を
歴
代
に
加
え

な
い
所
に
作
為
が
あ
り
、
ま
た
第
二
世
了
山
に
つ
い
て
は
誤
り
乃
至
作
為
が
あ

る
。
応
永
冊
一
年
入
室
は
後
崇
光
院
姫
宮
で
、
こ
の
方
は
話
吉
元
年
に
没
し
て

い
る
。
ま
た
永
正
六
年
没
九
十
四
に
つ
い
て
は
次
項
参
照
。

（
追
記
2
）
看
聞
御
記
を
研
究
し
て
い
る
位
藤
邦
生
氏
に
よ
れ
ば
、
同
記
、
空
手

五
年
悶
七
月
廿
三
日
出
生
、
西
御
方
（
洞
院
清
孝
女
）
舷
の
室
町
殿
姉
訳
が
該

当
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
長
寿
の
方
丈
は
、
6
の
義
教
娘

と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
広
島
大
学
教
授
－
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