
南
北
朝
の
政
治
と
文
化
’
二
条
良
基
と
足
利
義
満
の
和
漢
聯
句

１
二
条
良
基
晩
年
（
康
暦
～
嘉
慶
）
の
公
武
関
係

室
町
幕
府
三
代
将
軍
の
足
利
義
満
と
い
え
ば
、
後
世
た
い
へ
ん
評
判
が
悪
い
人
物
で
す
。
武
家

で
あ
り
な
が
ら
高
位
高
官
に
就
い
て
僧
上
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
と
言
わ
れ
、
最
近
も
具
体
的
に

は
息
子
の
義
嗣
を
天
皇
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
学
説
が
唱
え
ら
れ
て
、
話
題
を
集
め
ま
し
た
。

そ
こ
で
北
朝
の
廷
臣
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
義
満
に
阿
誤
追
従
し
て
か
れ
を
権
力
の
座
に
押
し
上
げ
て

い
く
さ
ま
も
描
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
筆
頭
に
い
た
の
が
摂
政
の
二
条
良
基
で
、
良
基
に
も

非
常
に
醜
悪
な
印
象
を
持
つ
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

昔
の
こ
と
を
弁
護
す
る
気
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
そ
れ
ま
で
武
家
と
公
家
と
の
壁
は
非
常
に

高
か
っ
た
ｌ
と
い
う
よ
り
没
交
渉
だ
っ
た
こ
と
は
是
非
と
も
考
え
て
く
だ
さ
い
。
別
な
世
界
、
独

立
性
が
そ
れ
ぞ
れ
高
い
権
門
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

互
い
に
協
力
し
て
何
か
の
重
大
事
に
当
た
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
一
応
、
国
王
は
朝

廷
の
主
、
当
時
の
言
葉
で
言
え
ば
治
天
の
君
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
治
天
の
君
が
指

示
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
延
暦
寺
の
僧
兵
が
あ
ば
れ
て
い
る
か
ら
懲
ら
し
め
ろ
、
外
国

が
使
節
を
送
っ
て
来
た
か
ら
対
応
を
ど
う
す
る
か
、
大
嘗
会
を
す
る
の
で
全
国
か
ら
費
用
を
徴
収

し
た
い
、
と
い
っ
た
国
政
の
大
事
は
院
評
定
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
立
て
ら
れ
た
政
策
を
実
施
、
当
時
は
施
行
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
を
す
る
強
制
力
が

な
い
。
こ
れ
は
中
世
に
公
家
が
衰
頽
し
た
と
い
う
理
由
ば
か
り
で
は
な
く
、
も
と
も
と
朝
廷
と
い

う
の
は
、
こ
う
い
う
国
家
的
な
責
務
を
果
た
す
の
が
大
嫌
い
だ
っ
た
。
公
益
と
か
福
祉
と
い
っ
た

観
念
が
欠
如
し
て
い
る
。
と
く
に
多
く
の
官
、
地
方
官
は
早
く
に
切
り
捨
て
ら
れ
形
骸
化
し
て
い

た
。
最
小
限
の
機
能
し
か
遺
さ
な
い
・
朝
廷
と
い
う
よ
り
公
家
政
権
と
い
っ
た
方
が
い
い
訳
で
す
。

京
都
に
根
付
く
公
家
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
「
家
」
が
繁
栄
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
ら
、
乱
暴
に

い
え
ば
、
外
交
が
ど
う
な
ろ
う
が
地
方
が
ど
う
し
よ
う
が
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
朝
廷
は
幕
府
に
依
存
す
る
傾
向
が
非
常
に
強
か
っ
た
。
さ
ら
に
内
輪
の
こ
と
を
、
幕

府
に
決
め
て
貰
う
風
潮
さ
え
出
て
来
る
。
そ
の
う
ち
、
幕
府
も
こ
れ
は
勘
弁
し
て
く
れ
、
自
分
た

ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
決
め
て
く
れ
と
逃
げ
腰
に
な
る
の
で
す
。
皇
位
継
承
問
題
を
は
じ
め
公

家
社
会
で
の
問
題
が
紛
糾
す
る
度
に
幕
府
に
持
ち
込
ま
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
立
す
る
派
閥
が
幕
府

に
猛
烈
な
働
き
か
け
を
す
る
。
い
ち
い
ち
対
応
す
る
の
が
う
る
さ
く
な
る
の
は
必
定
で
す
。
鎌
倉

幕
府
も
や
は
り
全
国
政
権
た
る
自
覚
も
力
も
無
か
っ
た
。
で
す
の
で
最
後
ま
で
東
国
政
権
で
あ
る

と
い
う
タ
テ
マ
エ
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

逆
に
山
城
国
、
あ
る
い
は
京
都
市
内
の
徴
税
や
警
察
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
公
家
政
権
は
な

か
な
か
手
放
さ
な
か
っ
た
。
当
時
は
い
ま
以
上
に
首
都
に
一
極
集
中
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
さ

え
押
さ
え
て
お
け
ば
何
と
か
な
っ
た
。
こ
う
い
う
空
間
的
な
意
味
で
も
朝
廷
と
い
う
よ
り
公
家
政

権
と
い
う
方
が
実
情
に
あ
う
訳
で
す
。
後
醍
醐
天
皇
は
そ
の
あ
た
り
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
し
よ

』
司
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室
町
幕
府
は
京
都
に
置
か
れ
ま
し
た
か
ら
、
公
家
に
接
触
す
る
機
会
が
増
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

さ
ま
ざ
ま
干
渉
は
す
る
の
で
す
が
、
た
だ
や
は
り
自
分
た
ち
は
頼
朝
の
後
継
者
で
関
東
の
者
だ
、

と
い
う
自
意
識
も
依
然
強
か
っ
た
よ
う
で
す
。
尊
氏
も
義
詮
も
京
都
に
住
ん
で
い
て
も
「
鎌
倉
大

納
言
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い
幕
府
か
ら
朝
廷
に
何
か
を
申
し
入
れ
る
時
の
交
渉
窓
口
、

チ
ャ
ン
ネ
ル
と
い
う
の
は
決
ま
っ
て
い
て
、
表
面
は
「
武
家
執
奏
」
と
い
う
伝
達
役
の
公
家
（
西

園
寺
家
の
世
襲
）
が
い
ま
す
。
「
執
奏
」
と
い
う
の
は
下
の
者
が
上
に
申
し
上
げ
る
こ
と
を
取
り

次
ぐ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
治
天
の
君
は
将
軍
の
「
執
奏
」
に
は
絶
対
さ
か
ら
え
な
い
の
だ
け
ど
、

し
か
し
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
こ
こ
に
限
ら
れ
て
い
る
。
将
軍
が
ふ
だ
ん
朝
廷
に
乗
り
込
ん
で
く
る
こ
と

は
ま
ず
な
い
の
で
す
。
か
れ
は
官
職
は
帯
び
る
の
だ
け
ど
、
あ
く
ま
で
公
家
社
会
の
外
部
に
立
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
点
南
北
朝
時
代
の
枠
組
み
は
鎌
倉
時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
の
で
す
。

そ
う
い
う
状
況
が
劇
的
に
変
わ
る
の
が
、
二
条
良
基
の
晩
年
の
一
三
八
○
年
代
、
北
朝
年
号
で

康
暦
・
永
徳
・
至
徳
・
嘉
慶
と
い
っ
た
頃
で
す
。
こ
の
間
に
義
満
は
「
鎌
倉
大
納
言
」
か
ら
、
公

武
ど
こ
ろ
か
全
国
的
な
統
治
を
す
る
「
室
町
殿
」
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
武
家
昇
晋
年
譜
』
は
、
近
年
紹
介
さ
れ
た
資
料
で
す
が
、
室
町
将
軍

の
公
的
な
履
歴
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
義
満
の
伝
を
見
る
と
、
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
に
右

大
将
に
な
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か
四
年
で
左
大
臣
一
上
と
い
う
朝
廷
の
首
班
へ
と
駆
け
上
っ
て
い
ま

す
。
摂
関
家
に
も
な
い
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
す
。

こ
れ
に
は
朝
廷
の
方
の
事
情
も
あ
り
ま
し
て
、
け
つ
き
よ
く
公
家
政
権
が
完
全
な
機
能
不
全
に

陥
っ
て
、
儀
式
の
遂
行
さ
え
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。
良
基

は
治
天
の
君
に
見
切
り
を
つ
け
て
、
義
満
を
教
育
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
但
し
彼
が

武
家
で
あ
る
以
上
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
い
っ
そ
公
家
に
な
っ
て
貰
お
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
武
家
に
官
職
を
与
え
て
優
遇
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
よ
く
あ
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
武

家
は
決
し
て
公
家
の
真
似
を
し
な
い
。
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。
頼
朝
は
四
日
で
権
大
納
言
右
大

将
を
辞
め
た
し
、
尊
氏
も
義
詮
も
権
大
納
言
で
す
が
、
生
涯
に
数
回
し
か
参
内
し
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
も
義
詮
は
晩
年
良
基
の
勧
め
で
中
殿
和
歌
御
会
に
出
た
の
で
す
が
、
中
座
し
て
し
ま
っ
た
。

緊
張
し
て
気
詰
ま
り
だ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
義
満
は
良
基
の
指
導
よ
る
し
き
を
得
て
、
大
い

に
公
家
の
生
活
を
享
受
し
、
日
常
的
に
参
内
し
、
右
大
将
の
職
務
を
こ
な
し
、
大
臣
に
昇
る
と
、

小
川

剛
生

－9－



２
公
・
武
・
禅
の
融
和
と
和
漢
聯
句
の
流
行

有
織
に
詳
し
い
貴
族
で
も
節
会
の
内
弁
（
進
行
役
）
は
極
め
て
難
し
い
の
に
二
十
度
以
上
も
勤
め

た
。
そ
れ
は
『
武
家
昇
晋
年
譜
』
に
は
義
満
の
伝
の
と
こ
ろ
に
「
公
事
参
勤
事
」
と
い
う
項
が
あ

る
位
、
義
満
は
こ
の
面
で
優
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
宮
中
の
法
華
隙
法
講
で
天
皇
と
声
明
を
唱

っ
た
り
、
楽
会
で
は
笙
を
吹
い
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
大
臣
ク
ラ
ス
の
公
家
の
作
法
に
倣

う
も
の
で
、
良
基
が
教
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
終
的
に
は
上
皇
に
准
じ
ら
れ
る
ｌ
生
前
か
ら
周
囲
が
か
れ
を
上
皇
と
し
て
待
遇
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
皇
位
窺
観
」
「
王
位
墓
奪
」
を
企
て
た
と
い
う
説
が
出
て
来
る
の
で
す
が
、

墓
奪
説
の
問
題
は
、
義
満
が
い
か
に
権
力
を
振
る
お
う
と
も
、
そ
れ
は
天
皇
と
の
関
係
で
し
か
担

保
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
義
満
が
廷
臣
を
支
配
す
る
に
は
、
当
時
の
公
家
の
諸
家
が
み

な
、
摂
関
家
の
い
ず
れ
か
に
家
礼
を
と
っ
て
い
た
関
係
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
、
武
家
舵
懇
衆
と
し

て
位
置
づ
け
た
。
ま
た
興
福
寺
・
延
暦
寺
と
い
っ
た
寺
社
権
門
に
対
し
て
は
、
上
皇
の
や
り
方
を

真
似
た
。
義
満
は
院
宣
と
同
じ
形
式
の
伝
奏
奉
書
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
た
だ
こ
れ
は
南
都
に
対

し
て
の
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
義
満
は
上
皇
に
な
っ
た
と
い
う
人
が
い
ま
す
け

ど
、
も
と
も
と
独
立
国
と
い
っ
て
よ
い
南
都
に
対
し
て
は
（
他
に
は
藤
氏
長
者
宣
し
か
な
い
）
、

こ
の
形
式
を
借
り
て
命
令
す
る
し
か
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
足
利
氏
出
身
の
天
皇
は
権
力

の
源
泉
に
な
ら
な
い
。
太
上
天
皇
の
尊
号
を
贈
っ
た
の
は
後
小
松
天
皇
で
す
。
自
称
で
は
な
い
。

だ
か
ら
義
満
が
力
を
振
る
え
ば
振
る
う
ほ
ど
、
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
の
朝
廷
は
逆
に
堅
固
と
な
り
ま

す
。
か
れ
が
儀
式
へ
の
参
加
に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
も
、
公
家
の
側
の
要
望
に
添
う
も
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
義
満
の
振
る
ま
い
を
見
る
時
、
摂
政
で
あ
る
良
基
が
義
満
に
与
え
た
影
響
は
、
か
な

り
決
定
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
の
で
政
治
と
文
化
と
の
関
係
が
類

を
み
な
い
ほ
ど
親
和
的
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
た
と
え
ば
高
岸
輝
さ
ん
の
著
書
『
室
町
王
権

と
絵
画
』
の
よ
う
な
成
果
が
あ
る
よ
う
に
、
最
近
は
室
町
幕
府
研
究
に
も
、
文
化
的
環
境
に
光
が

当
た
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
二
条
良
基
晩
年
の
十
年
が
南
北
朝
時
代
の
み
な
ら
ず
中
世
史
の
上
で
も
極
め
て
重
要
で

は
な
い
か
と
い
つ
も
思
っ
て
い
て
、
史
料
も
集
め
て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
た
ぶ
ん
昔
の
人
も
同

じ
で
、
以
後
の
室
町
将
軍
が
常
に
こ
の
康
暦
・
永
徳
の
例
を
重
視
し
た
の
で
、
比
較
的
多
く
の
史

料
が
遣
っ
て
い
る
。
本
で
も
ず
い
ぶ
ん
詳
し
く
書
い
た
の
で
す
が
、
い
よ
い
よ
や
り
残
し
た
こ
と

が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

良
基
と
義
満
の
関
係
は
、
何
も
政
治
的
な
事
柄
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
化
的
な
影
響
も
大
き
か

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
猿
楽
な
ど
の
芸
能
を
好
ん
で
世
阿
弥
な
ど
の
人
材
を
育
て

３
『
至
徳
三
年
秋
和
漢
聯
句
百
韻
』
を
め
ぐ
っ
て

た
こ
と
も
大
き
な
遺
産
で
す
。
そ
こ
で
和
漢
聯
句
の
隆
盛
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
義
堂
周
信
の
日
記
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
に
よ
っ
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

義
堂
周
信
は
夢
窓
疎
石
の
弟
子
で
、
長
く
鎌
倉
五
山
に
居
た
禅
僧
な
の
で
す
が
、
康
暦
二
年
（
一

三
八
○
）
に
京
都
に
戻
さ
れ
て
、
等
持
寺
・
建
仁
寺
・
南
禅
寺
の
住
持
を
歴
任
し
ま
し
た
。
絶
海

中
津
と
な
ら
ん
で
五
山
文
学
の
双
壁
と
言
わ
れ
ま
す
。
良
基
と
極
め
て
仲
が
良
く
、
義
満
か
ら
も

随
分
尊
敬
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

さ
き
ほ
ど
公
家
と
武
家
と
は
別
の
世
界
と
申
し
ま
し
た
が
、
禅
林
は
さ
ら
に
ま
た
も
う
一
つ
別

の
社
会
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
か
れ
ら
は
留
学
し
ま
す
の
で
、
直
接
中
国
と
つ
な
が
っ

て
い
る
の
は
前
二
者
と
違
う
。
し
か
し
禅
僧
の
政
治
性
と
組
織
力
の
強
さ
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ

り
ま
す
。
と
り
わ
け
夢
窓
疎
石
・
春
屋
妙
龍
の
一
派
は
室
町
幕
府
と
結
び
つ
い
て
勢
力
を
伸
長
さ

せ
ま
す
。
こ
の
一
三
八
○
年
代
、
康
暦
か
ら
嘉
慶
と
い
う
の
は
、
義
満
が
春
屋
を
開
山
と
し
て
相

国
寺
を
建
て
、
い
わ
ゆ
る
五
山
制
度
が
定
ま
り
、
禅
宗
が
室
町
幕
府
と
一
体
に
な
る
劃
期
で
、
禅

宗
史
の
上
で
も
極
め
て
重
要
な
時
期
な
の
で
す
。

『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
を
読
む
と
、
良
基
と
義
満
と
義
堂
の
三
者
が
実
に
頻
繁
に
会
合
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
交
際
は
和
漢
聯
句
が
紐
帯
の
役
目
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
こ

の
間
の
推
移
を
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
と
、
連
歌
数
寄
の
良
基
は
和
漢
聯
句
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
の

で
す
が
、
上
洛
し
た
義
堂
と
文
学
上
の
意
見
が
投
合
し
て
開
眼
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
い

っ
そ
う
熱
を
入
れ
た
。
二
条
殿
や
義
堂
の
等
持
寺
で
頻
繁
に
和
漢
聯
句
を
催
し
た
。
そ
し
て
義
満

も
、
良
基
や
義
堂
の
勧
め
で
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
か
ら
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
年
に

は
も
う
室
町
第
で
も
聯
句
の
会
を
開
い
て
い
る
。

そ
の
永
徳
三
年
は
、
良
基
が
摂
政
、
義
満
が
左
大
臣
、
義
堂
は
南
禅
寺
住
持
だ
っ
た
の
で
す
が
、

毎
日
の
よ
う
に
ど
こ
か
で
会
っ
て
は
和
漢
聯
句
を
催
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
拙
著
『
二
条
良
基

研
究
』
で
も
記
し
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
こ
の
年
は
記
録
が
多
く
遣
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
り
ま
す
が
、

春
屋
・
太
清
・
絶
海
と
い
っ
た
官
寺
の
住
持
、
あ
る
い
は
近
衛
道
嗣
や
万
里
小
路
嗣
房
と
い
っ
た

北
朝
の
重
臣
も
巻
き
込
ん
で
、
ほ
と
ん
ど
明
け
暮
れ
狂
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
景
品
も
多

く
出
た
遊
興
で
も
あ
っ
て
、
高
官
高
僧
の
サ
ロ
ン
文
芸
と
け
な
さ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
和
漢
聯
句

が
か
れ
ら
に
と
っ
て
極
め
て
面
白
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
、
和
漢
聯
句

に
参
加
す
る
人
々
が
、
こ
の
時
代
の
公
武
禅
の
権
力
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
（
主
導
権
）
を
握
る
こ
と
は

否
定
し
よ
う
が
な
い
。
和
漢
聯
句
に
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
学
芸
と
権
力
構
造
と
を
一
緒
に
解
く
カ

ギ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
す
。
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和
漢
聯
句
と
は
、
五
七
五
な
い
し
七
七
の
和
句
と
五
言
句
の
漢
句
を
連
ね
て
い
く
も
の
で
、
連

歌
と
同
様
に
百
韻
を
単
位
と
し
ま
す
。
木
に
竹
を
継
ぐ
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
た
い
へ
ん
奇
妙

な
形
式
の
文
学
と
い
え
ま
す
。
そ
の
歴
史
を
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

連
歌
か
ら
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
派
生
し
て
き
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
に
は
聯
句
と
い
う

文
学
遊
戯
が
古
く
か
ら
あ
っ
て
、
韓
愈
や
白
居
易
ら
が
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
二
人
で
の
唱
和

の
域
を
出
ま
せ
ん
し
、
百
韻
続
け
る
と
い
っ
た
決
ま
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
作
文
会
の
つ
い
で
に
、
漢
句
を
連
ね
る
聯
句
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が
記
録
に
見
え
ま
す
。

公
家
の
子
弟
の
初
学
の
た
め
に
聯
句
を
さ
せ
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
、
長

連
歌
が
急
速
に
発
達
し
て
い
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
弘
安
年
間
（
一
二
七
七
～
八
八
）
、
後
宇
多

院
の
朝
廷
で
、
三
人
以
上
の
作
者
が
和
句
と
漢
句
を
ご
ち
や
ま
ぜ
に
し
て
付
け
る
形
が
始
ま
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
よ
り
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
作
品
は
全
く
遣
っ

て
い
ま
せ
ん
。
良
基
の
『
菟
玖
波
集
』
に
は
、
巻
十
九
に
「
聯
句
連
歌
」
と
い
う
項
目
が
立
っ
て

い
て
、
漢
句
に
和
句
を
つ
け
た
付
合
二
十
四
が
載
っ
て
い
ま
す
。
余
り
多
く
は
な
く
、
そ
こ
に
取

ら
れ
た
作
者
を
見
て
も
、
和
漢
聯
句
が
始
ま
っ
た
の
は
決
し
て
古
く
は
な
さ
そ
う
で
、
鎌
倉
後
期

か
ら
と
い
う
の
は
当
た
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
禅
林
で
は
聯
句
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
中
国
の
聯
句
と
同
じ
も
の
で
す
。

禅
僧
が
修
行
の
息
抜
き
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
連
歌
は
季
節
や
素
材
の
発
想
の
移
り
変
わ
り
を

楽
し
む
も
の
で
す
が
、
聯
句
は
テ
ー
マ
を
一
定
と
す
る
も
の
で
も
ど
ん
な
に
複
数
の
人
が
入
っ
て

も
一
人
が
作
っ
た
よ
う
に
見
せ
る
の
を
よ
し
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
公
家
の
連
歌
・
聯

句
と
、
禅
林
の
聯
句
と
は
、
な
か
な
か
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
状
況
か
ら
は
、
良
基
晩
年
の
公
家
武
家
禅
林
を
巻
き
込
ん
で
の
和
漢
聯
句
の
流
行
は

や
や
奇
異
で
さ
え
あ
り
ま
す
。
し
か
し
和
漢
聯
句
の
実
態
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。
貞
和
二

年
（
一
三
四
六
）
の
『
西
芳
精
舎
和
漢
聯
句
』
を
除
い
て
、
南
北
朝
期
は
作
品
が
遣
っ
て
い
な
い

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
義
満
と
良
基
の
時
代
の
作
品
も
、
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
に
一
、
二

句
程
度
引
用
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
し
た
。
だ
か
ら
実
際
に
は
ど
ん
な
句
を
作
っ
た
の
か
は
分
か
ら

な
い
。と

こ
ろ
が
、
良
基
・
義
満
お
よ
び
義
堂
・
絶
海
ら
の
和
漢
聯
句
百
韻
を
収
め
る
写
本
が
、
京
都

大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
『
和
漢
聯
句
集
』
四
Ｉ
型
ｌ
ワ
貴
）
。

私
の
本
で
紹
介
だ
け
は
し
ま
し
た
。
写
本
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
江
戸
初
期
の
写
で
、
和
漢

八
・
漢
和
六
合
計
一
四
の
百
韻
を
収
め
て
い
ま
す
。
問
題
の
百
韻
は
三
番
目
、
一
○
丁
裏
か
ら
一

五
丁
表
に
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
が
天
文
か
ら
慶
長
元
和
に
か
け
て
の
も
の
で
、
こ
の

百
韻
だ
け
突
出
し
て
古
い
訳
で
す
が
、
和
漢
聯
句
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
時
、
古
い
時
代
の
実
例

と
し
て
参
照
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
京
都
大
学
文
学
部
で
和
漢
聯
句
に
つ
い
て
の

共
同
研
究
が
始
ま
り
、
本
文
異
同
を
付
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
成
果
報
告
書
『
享
禄
以
前
和
漢
・

漢
和
聯
句
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
を
記
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
京
都

女
子
大
学
に
も
う
一
本
あ
り
校
合
す
れ
ば
補
訂
で
き
ま
す
。
最
初
の
五
句
を
出
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
発
句
は
良
基
で
す
。

和
漢

１
露
フ
ケ
ハ
玉
二
声
ア
リ
松
ノ
風
二
条

２
山
静
葉
鳴
秋
絶
海

３
西
閣
宜
新
月

義
堂

４
南
栄
（
呂
）
傭
碧
流
濁
芳

５
白
雲
篭
下
宿
元
求

端
作
に
は
「
和
漢
」
と
あ
る
だ
け
で
、
開
催
事
情
を
示
す
記
述
は
何
も
な
く
、
古
記
録
に
も
徴

す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
（
後
で
推
測
を
述
べ
ま
す
）
。
参
加
者
の
顔
ぶ
れ
は
至
徳
年
間
の
空

華
日
用
工
夫
略
集
の
和
漢
聯
句
記
事
に
出
て
く
る
面
々
と
よ
く
一
致
し
ま
す
。
禅
僧
は
五
山
住
持

を
中
心
と
し
た
人
々
で
、
と
く
に
夢
窓
疎
石
の
弟
子
が
多
い
。
そ
の
他
の
派
の
人
も
義
満
や
義
堂

と
親
し
い
人
ば
か
り
で
す
。

公
家
で
は
良
基
と
家
礼
の
人
々
、
義
満
と
そ
の
側
近
で
あ
っ
た
日
野
資
康
・
資
教
兄
弟
、
万
里

小
路
嗣
房
と
い
っ
た
人
々
が
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
主
力
は
良
基
と
、
か
れ
が
眼
を
か
け
て
い

た
地
下
連
歌
師
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
『
落
書
露
顕
』
に
よ
る
と
、
良
基
は
晩
年
に

「
当
時
花
下
の
衆
と
あ
そ
ば
し
た
る
は
、
波
多
野
・
朝
山
・
成
阿
・
道
助
等
な
り
」
と
述
べ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
平
井
道
助
以
外
の
三
人
が
参
加
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
作
者
不
明

の
句
が
な
お
四
句
あ
り
、
ま
た
出
自
不
明
の
人
も
い
ま
す
が
、
全
体
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
で
し

ょ
う
。
公
家
衆
の
官
職
表
記
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
の
秋
に
収
ま
り

ま
す
。
発
句
を
良
基
、
入
韻
句
を
絶
海
が
出
し
て
い
ま
す
の
は
、
「
客
発
句
に
亭
主
脇
」
と
い
う

慣
行
が
あ
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
八
月
、
絶
海
中
津
の
住
す
る
等
持
寺
で
の
開
催
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。
完
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
史
上
二
番
目
に
古
い
和
漢
聯
句
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
以
下
で
は
仮
に
『
至
徳
三
年
秋
和
漢
聯
句
』
と
呼
び
た
い
と
存
じ
ま
す
。

開
催
の
事
情
に
つ
い
て
改
め
て
推
測
し
て
お
き
ま
す
と
、
禅
林
で
は
住
持
に
就
職
す
る
な
ど
の

機
会
に
記
念
し
て
、
同
門
の
兄
弟
が
集
っ
て
聯
句
が
持
た
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
賞
品
も
用
意

さ
れ
、
団
築
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
絶
海
中
津
が
ホ
ス
ト
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

実
は
こ
の
絶
海
は
な
か
な
か
気
性
の
激
し
い
人
で
、
義
満
に
直
言
し
、
勘
気
を
受
け
て
至
徳
元
年

か
ら
四
国
に
蟄
居
し
て
い
ま
し
た
。
至
徳
三
年
二
月
に
許
さ
れ
て
上
京
、
等
持
院
に
住
し
て
い
ま

す
。
等
持
寺
に
入
っ
た
後
も
、
義
満
は
な
お
絶
海
に
立
腹
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
空
華
日

用
工
夫
略
集
』
の
至
徳
三
年
十
月
二
十
六
日
条
に
見
え
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
来
る
「
播
柱
侍
者
」
、
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和
漢
聯
句
の
式
目
に
は
、
一
条
兼
良
や
後
土
御
門
天
皇
の
作
ほ
か
い
く
つ
か
あ
り
、
明
応
七
年

の
『
漢
和
法
式
』
で
集
大
成
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
れ
よ
り
百
年
も
前
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し

た
式
目
と
の
照
ら
し
合
わ
せ
、
構
成
の
分
析
は
後
日
に
識
る
と
し
て
、
ま
ず
気
づ
く
の
は
漢
句
が

五
十
九
、
和
句
が
四
十
一
と
い
う
不
均
衡
で
す
。
四
十
年
前
の
『
西
芳
精
舎
和
漢
聯
句
』
は
漢
六

十
二
、
和
三
十
八
で
し
た
。
式
目
で
は
五
○
・
五
○
が
理
想
な
の
で
、
ほ
ど
遠
い
。
漢
句
、
禅
林

の
ぺ
ｌ
ス
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
や
む
を
得
な
い
の
で
し
ょ
う
。
去
嫌
に
つ
い
て
十
分
に

調
べ
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
座
四
句
物
と
さ
れ
る
花
は
二
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
月
は
九
つ
も

あ
り
ま
す
。

一
方
、
和
漢
聯
句
で
は
偶
数
句
の
漢
句
に
押
韻
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
厳
守
さ
れ
て
い
ま
す
。
韻

字
は
下
平
第
十
八
の
尤
韻
で
す
。
西
芳
精
舎
和
漢
聯
句
は
押
韻
が
崩
壊
し
て
い
た
の
で
こ
れ
は
進

歩
で
し
ょ
う
。
偶
数
句
で
三
つ
ほ
ど
下
平
第
十
九
の
侯
韻
を
使
っ
た
句
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の

韻
で
は
別
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
頃
の
韻
書
、
た
と
え
ば
元
の
熊
忠
が
編
ん
だ
『
古
今
韻
会
挙
要
』

な
ど
を
見
れ
ば
、
通
用
し
て
い
た
と
見
て
い
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
付
け
方
を
例
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
で
す
の
で
、
義
満
の

句
の
辺
り
を
中
心
に
例
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
６
～
脚
で
す
。
こ
こ
で
表
記
を
改
め
て
掲
げ
ま

す
。 ４

漢
句
と
和
句
と
の
距
離

侍
者
は
長
老
の
左
右
に
侍
っ
て
そ
の
給
仕
を
す
る
者
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
の
夢
窓
派
の
寵
児
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
二
人
が
義
満
の
機
嫌
を
損
ね
た
の
を
絶
海
が
弁
護
し
た
の
で
絶
海
も
怒
り

に
触
れ
た
と
い
う
記
事
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
『
至
徳
三
年
秋
和
漢
聯
句
』
に
出
て
く
る
「
播

侍
者
」
と
「
桂
侍
者
」
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
兄
弟
子
の
義
堂
周
信
ら
は
、
絶
海
と
義
満
の
関
係
修

復
に
、
ず
い
ぶ
ん
気
を
遣
っ
た
よ
う
で
す
。

な
お
絶
海
の
詩
集
『
蕉
堅
藁
』
に
は
「
新
居
植
松
」
と
い
う
題
の
七
言
絶
句
が
あ
り
ま
す
。
「
締

構
功
成
壮
麗
宜
。
栽
松
為
護
万
年
枝
。
節
高
肯
望
秦
封
爵
。
大
樹
蔭
涼
有
所
期
」
。
こ
れ
は
新
た

に
住
院
を
建
て
た
時
の
作
で
松
を
植
え
た
と
あ
り
ま
す
。
『
至
徳
三
年
秋
和
漢
聯
句
』
で
も
発
句

は
「
露
ふ
け
ば
玉
に
声
あ
り
松
の
風
」
で
し
た
。
連
歌
と
異
な
り
、
禅
林
の
聯
句
で
は
時
事
的
な

話
題
を
賦
す
こ
と
も
可
な
の
で
す
が
、
ま
た
３
．
４
あ
た
り
の
対
句
は
典
型
的
な
宿
誉
め
の
句
で

す
ね
。
絶
海
が
新
た
な
塔
頭
を
建
て
て
そ
こ
に
入
っ
た
時
の
會
と
見
れ
ば
、
よ
く
分
か
る
と
思
い

ま
す
。
４
に
「
南
呂
」
の
語
が
あ
る
の
は
八
月
だ
っ
た
か
ら
と
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

良
基
は
六
十
七
歳
、
義
満
は
二
十
九
歳
、
良
基
の
最
晩
年
の
作
品
と
し
て
連
歌
史
の
上
で
も
重

要
で
す
。
ま
た
義
満
の
和
漢
聯
句
と
い
う
の
も
他
に
例
が
な
い
だ
け
に
た
い
へ
ん
貴
重
で
す
。

６
緑
竹
濫
前
抽
天
錫
賀
鴫

７
今
こ
と
に
か
し
こ
き
人
は
世
に
出
で
て
足
利
義
満

８
聖
功
皆
可
纒
義
堂
周
信

９
商
課
民
慰
望
太
清
宗
渭

、
舟
の
や
す
き
も
た
蟹
か
ぢ
の
ま
坐
二
条
良
基

６
は
僧
坊
の
情
景
と
見
て
よ
い
の
で
す
が
、
『
三
体
詩
』
第
二
、
李
山
甫
「
方
干
隠
居
」
詩
の

「
渓
畔
印
沙
多
鶴
跡
。
濫
前
題
竹
有
僧
名
」
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
方
干
と
い
う
隠
棲
し
た
僧
の

も
と
を
尋
ね
る
様
子
で
す
。
『
三
体
詩
』
は
も
う
当
た
り
前
の
よ
う
に
典
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
７
の
義
満
が
受
け
て
和
に
と
り
な
し
て
い
ま
す
が
、
隠
者
と
い
う
こ
と
で
竹
林
の
七
賢

の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
の
で
し
ょ
う
。
「
竹
ト
ア
ラ
バ
、
代
〈
夜
共
〉
」
（
『
連
珠
合
壁
集
』
）
と

い
う
の
は
よ
く
あ
る
寄
合
で
す
。
「
隠
者
も
聖
代
な
の
で
世
に
出
て
き
た
」
と
い
う
の
は
商
山
四

晧
の
逸
話
も
あ
り
ま
す
が
、
暗
に
絶
海
の
こ
と
を
寓
し
て
い
る
で
し
ょ
う
、
義
満
の
立
場
か
ら
す

る
と
、
相
応
し
い
句
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。
次
の
８
義
堂
の
句
、
「
聖
功
」
は
帝
王
の
い
さ
お

し
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
は
義
満
の
治
世
を
祝
言
す
る
意
図
を
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
禅
僧

の
大
檀
那
に
対
す
る
追
従
の
し
か
た
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

９
太
清
の
句
、
「
商
森
」
は
旱
越
の
時
の
大
雨
で
す
。
や
は
り
民
が
喜
ん
で
い
る
と
い
う
も
の

で
す
が
、
『
尚
書
』
の
、
段
（
商
）
の
高
宗
が
宰
相
の
傅
説
を
召
し
た
時
の
、
商
書
説
命
上
の
「
震

立
作
相
。
王
置
諸
其
左
右
。
命
之
日
、
朝
夕
納
海
。
以
輔
台
徳
。
若
金
、
用
汝
作
礪
。
若
濟
巨
川
。

用
汝
作
舟
揖
。
若
歳
大
旱
、
用
汝
作
緤
雨
。
（
愛
に
立
て
て
相
と
な
す
。
王
諸
を
其
の
左
右
に
置

く
。
命
じ
て
曰
く
、
朝
夕
に
海
を
納
れ
、
も
っ
て
わ
が
徳
を
輔
け
よ
・
若
し
金
な
ら
ば
、
汝
を
も

っ
て
礪
（
と
い
し
）
と
な
さ
ん
。
若
し
巨
川
を
わ
た
ら
ば
、
汝
を
も
っ
て
舟
揖
と
な
さ
ん
。
若
し

歳
大
い
に
旱
す
れ
ば
、
汝
を
も
っ
て
霧
雨
と
な
さ
ん
）
」
と
述
べ
た
内
容
に
由
来
す
る
も
の
。

雨
が
降
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
降
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に
祈
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
時

に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
な
げ
き
な
り
」
と
い
う
有
名
な
源
実
朝
の
和
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
政
治
家

の
重
要
な
仕
事
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
前
の
句
と
よ
く
付
く
。
そ
う
す
る
と
７
．
８
．
９
と

あ
ま
り
句
境
が
変
化
し
な
い
。

川
で
良
基
が
和
句
に
転
じ
ま
す
。
い
き
な
り
船
旅
の
句
で
す
が
、
舟
と
揖
は
『
尚
書
』
の
「
若

し
巨
川
を
わ
た
ら
ば
、
汝
を
も
っ
て
舟
揖
と
な
さ
ん
」
に
よ
る
も
の
で
す
。
前
句
と
の
関
係
で
は

高
宗
と
傅
説
と
の
関
係
を
響
か
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
視
野
に
入
れ
な
く
と
も
船
路
が
安

全
な
の
も
揖
の
ま
に
ま
に
と
読
め
ま
す
。
句
の
内
容
が
独
立
し
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
よ
う
や
く
流

れ
て
い
く
。

こ
の
和
漢
聯
句
で
、
和
を
漠
で
受
け
る
、
あ
る
い
は
漢
か
ら
和
に
転
ず
る
句
の
作
者
を
見
る
と
、

前
者
は
当
然
な
が
ら
禅
僧
が
均
等
に
当
た
っ
て
い
ま
す
が
、
後
者
が
十
九
例
あ
る
う
ち
で
、
実
に
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十
四
句
が
良
基
の
句
な
の
で
す
（
義
満
・
通
郷
・
季
尹
・
成
阿
・
師
綱
が
各
一
）
。
つ
ま
り
漢
句

が
続
い
て
き
た
の
を
和
句
が
と
り
な
す
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
を
こ
の
他
に
も
具
体
的
に
見
て
み
ま
す
と
、

塑
寒
雨
響
文
椴
東
坊
城
秀
長

泌
を
の
ふ
え
の
く
ち
き
と
し
れ
ば
冬
が
れ
て
二
条
良
基

前
句
は
晩
唐
の
杜
牧
の
「
国
棋
王
逢
を
送
る
」
詩
「
玉
子
紋
鍬
一
路
饒
。
最
宜
熔
雨
竹
蒲
蔽
」

に
近
い
よ
う
で
す
。
「
紋
椴
」
と
は
碁
盤
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
は
和
歌
の
素
材
と
な
る
「
ひ
さ

ぎ
」
（
ア
カ
メ
カ
シ
ハ
・
冬
の
景
物
）
も
含
ま
せ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
碁
か
ら
は
王
質
蝋

村
の
故
事
で
斧
が
腐
っ
た
と
い
う
の
と
「
朽
ち
木
」
が
出
さ
れ
る
。
こ
こ
は
あ
り
ふ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
や
は
り
和
歌
的
な
情
緒
に
転
換
さ
せ
て
い
る
の
が
非
凡
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

訓
失
時
鷹
化
鳩
太
清
宗
渭

調
か
く
れ
な
き
罪
の
は
か
り
も
し
ら
ぬ
身
に
二
条
良
基

前
句
は
『
礼
記
』
月
令
の
「
始
雨
水
、
桃
始
華
、
倉
庚
鳴
、
鷹
化
為
鳩
」
と
い
う
、
七
十
二
候

を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
付
句
は
ま
た
随
分
と
雰
囲
気
が
違
う
。
こ
れ
は
調
べ
る

と
仏
典
で
、
釈
尊
の
前
身
で
、
鷹
に
追
わ
れ
た
鳩
を
救
う
た
め
に
自
分
の
肉
を
秤
に
か
け
た
と
い

う
戸
毘
王
の
捨
身
物
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
鷹
・
鳩
か
ら
秤
の
寄
合
で
ず
い
ぶ
ん
雰
囲
気
が
変
わ

り
ま
す
が
、
釈
教
の
句
を
出
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

釧
旅
寓
春
云
老
玉
岡
如
金

ぬ
う
ら
や
ま
し
き
は
帰
る
か
り
が
ね
二
条
良
基

前
句
は
単
な
る
旅
先
で
の
述
懐
で
す
が
、
良
基
は
『
源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻
の
「
ふ
る
さ
と
を

い
づ
れ
の
春
か
ゆ
き
て
見
ん
う
ら
や
ま
し
き
は
帰
る
か
り
が
ね
」
と
い
う
和
歌
に
よ
っ
て
、
光
源

氏
の
境
遇
に
と
り
な
す
。
ち
ょ
っ
と
無
造
作
な
付
け
方
で
す
が
、
誰
に
も
分
か
る
よ
う
に
源
氏
を

一
回
は
使
っ
て
み
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
漢
↓
和
の
連
結
と
発
想
の
転
換
の
自
在
さ
は
良
基
の
独
壇
場
で
あ
っ
て
、
他
の
和

句
の
作
者
は
漢
句
の
作
者
と
対
等
に
は
亘
り
あ
え
な
い
。
義
満
も
和
句
を
二
つ
で
す
か
ら
努
力
賞

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
こ
の
和
漢
聯
句
が
ま
が
り
な
り
に
も
成
立
し
得
た
の
は
殆
ど
良
基
の

お
か
げ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

良
基
は
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
に
し
る
し
た
連
歌
論
書
『
撃
蒙
抄
』
で
、
和
漢
聯
句
は
「
心

を
付
け
て
詞
を
ま
は
」
せ
と
教
え
て
い
る
。

一
、
和
漢
連
歌
の
躰
、
尋
常
の
連
歌
に
は
卿
か
は
る
べ
し
。
当
世
、
朗
詠
・
楽
府
な
ど
を
記

付
事
常
に
み
ゆ
、
連
歌
の
時
は
、
い
さ
ふ
か
句
に
力
あ
る
や
う
に
て
、
余
情
の
あ
る
べ
き
也
、

所
詮
太
白
・
子
美
・
東
城
・
山
谷
な
ど
が
風
流
（
情
）
を
和
に
と
り
な
す
よ
り
故
実
あ
る
べ

か
ら
ず
。
但
し
漢
句
の
風
情
を
和
に
と
り
な
す
事
、
殊
に
作
者
の
骨
法
あ
る
べ
し
、
心
を
取

和
漢
聯
句
は
、
よ
く
娯
楽
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
高
踏
的
・
晦
渋
な
も
の
を
果

た
し
て
当
座
の
座
興
で
楽
し
ん
で
い
た
の
か
、
俄
か
に
信
じ
ら
れ
な
い
感
じ
も
い
た
し
ま
す
。

と
く
に
和
句
一
、
二
句
だ
け
の
作
者
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
。
参
加
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る

と
い
っ
て
し
ま
え
ば
ミ
も
ブ
タ
も
な
い
で
す
が
、
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
人
を
置
き
去
り
に
し
て
良

基
た
ち
が
楽
し
ん
で
い
た
訳
で
は
な
い
。
義
満
も
も
ち
ろ
ん
、
参
加
者
全
員
が
、
出
さ
れ
る
句
に

対
し
、
理
解
し
得
る
知
識
の
地
盤
を
共
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
創
作
と
享
受
の
楽
し
み
を
満
喫

で
き
た
は
ず
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
が
、
刊
行
さ
れ
た
韻
書
で
す
。
さ
き
に
『
古
今
韻
会
挙
要
』

の
名
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
有
力
な
候
補
と
な
る
の
が
、
元
の
陰
時
夫
の
編
ん
だ
『
韻
府
群
玉
』
で

す
。
平
水
韻
の
韻
目
に
沿
っ
て
韻
字
が
排
列
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
押
韻
す
る
文
字
を
探
す
の
に

便
利
で
す
が
、
さ
ら
に
そ
こ
に
用
例
も
あ
わ
せ
て
掲
載
し
て
あ
れ
ば
、
作
詩
の
手
引
き
と
な
り
、

一
種
の
類
書
と
い
っ
て
よ
い
。
元
元
統
二
年
（
一
三
三
四
）
初
刊
、
至
元
二
八
年
（
一
三
六
八
）

以
後
、
何
度
も
増
補
改
編
を
重
ね
て
刊
行
さ
れ
、
日
本
で
も
五
山
版
が
南
北
朝
期
に
出
て
い
る
。

住
吉
朋
彦
氏
に
よ
る
浩
潮
精
確
な
伝
本
研
究
が
出
て
お
り
、
最
近
完
結
し
ま
し
た
。

こ
の
至
徳
三
年
の
和
漢
聯
句
で
も
、
た
と
え
ば
左
の
よ
う
な
例
は
、
原
典
よ
り
も
『
韻
府
群
玉
』

の
よ
う
な
書
物
を
介
在
さ
せ
た
方
が
よ
り
わ
か
り
や
す
い
。

元
題
詩
付
御
溝
播
侍
者

５
宋
元
韻
書
の
影
響
に
及
ぶ

て
、
詞
を
う
つ
す
べ
か
ら
ず
。
詞
あ
ひ
か
な
ひ
た
る
も
あ
る
べ
し
、
骨
な
き
（
詞
こ
は
き
）

人
の
と
り
た
る
は
、
や
が
て
詩
の
如
く
に
な
る
な
り
。
こ
と
に
用
心
す
べ
し
。
（
晩
唐
の
詩

の
体
も
連
句
に
よ
し
）

要
す
る
に
、
漢
と
和
で
は
、
寄
合
が
そ
ん
な
に
な
い
か
ら
、
漢
句
の
風
情
を
和
句
の
言
葉
で
生

か
せ
、
と
い
う
訳
で
す
。
下
手
な
者
は
「
詩
の
如
く
な
る
」
と
い
う
の
は
痛
烈
で
す
。
こ
れ
は
三

十
九
歳
の
時
の
教
え
で
す
が
、
こ
こ
で
の
提
言
通
り
の
こ
と
を
実
現
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

良
基
が
い
な
く
な
っ
た
後
、
し
ば
ら
く
室
町
殿
や
内
裏
仙
洞
で
の
和
漢
聯
句
は
、
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
る
こ
と
も
よ
く
分
か
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
公
・
武
・
禅
の
交
じ
っ
た
会
は
、
は
る

か
寛
正
・
応
仁
・
文
明
く
ら
い
ま
で
下
が
ら
な
い
と
復
活
し
ま
せ
ん
。
公
家
の
家
で
は
散
発
的
に

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
禅
僧
た
ち
は
倭
句
を
詠
む
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
か
れ

ら
は
和
漢
を
棄
て
て
、
禅
林
で
の
聯
句
の
世
界
に
再
び
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
や
は
り
永
徳
・
至
徳
の
頃
は
、
非
常
に
異
常
な
訳
で
し
て
、
そ
れ
だ
け
良
基
の
存
在
は
大
き

か
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
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釘
た
ま
づ
さ
と
柿
の
一
葉
の
な
が
れ
き
て
二
条
良
基

こ
れ
は
「
題
葉
諄
」
と
で
も
言
う
べ
き
、
男
が
思
い
を
葉
に
書
い
て
宮
中
の
河
に
流
す
と
女
が

拾
う
と
い
う
筋
の
物
語
で
、
い
ろ
い
ろ
な
書
物
に
見
え
ま
す
。
和
漢
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
、

良
基
も
『
年
中
行
事
歌
合
』
で
「
な
が
れ
て
の
名
に
や
た
ち
な
ん
紅
の
一
葉
を
う
け
し
水
茎
の
あ

と
」
と
い
う
詠
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
い
ま
こ
の
句
の
韻
字
の
「
溝
」
、
『
韻
府
群
玉
』
を
見
る
と

「
御
溝
」
が
あ
り
、
干
祐
と
い
う
人
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
指
示
に
従
っ
て
「
葉
」
の
と
こ
ろ

を
開
く
と
、
干
祐
と
韓
夫
人
の
話
の
引
用
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、

花
空
帳
北
山
丘
椿
庭
海
寿

万
月
に
鳴
く
夜
寒
の
猿
声
す
み
て
こ
条
良
基

『
韻
府
群
玉
』
に
は
「
暁
猿
」
の
語
が
立
て
ら
れ
、
「
山
人
去
今
暁
猿
驚
」
と
い
う
「
北
山
移

文
」
の
文
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
北
山
移
文
」
と
は
『
文
選
』
巻
四
十
三
に
収
め
ら
れ
る
劉
宋

の
孔
稚
珪
（
四
四
八
～
五
○
二
）
の
作
で
、
鐘
山
に
隠
遁
し
た
周
顛
（
し
ゅ
う
ぎ
よ
う
）
と
い
う

人
物
が
斉
の
朝
廷
に
仕
官
し
た
の
を
非
難
し
、
再
び
山
に
立
ち
入
ら
せ
ま
い
と
し
た
回
し
文
で
す
。

こ
こ
は
周
顛
が
立
ち
去
っ
た
後
の
山
中
の
様
子
を
描
い
た
「
惠
帳
は
む
な
し
う
し
て
夜
鵠
は
怨
み
、

山
人
は
去
っ
て
暁
猿
は
驚
く
」
と
い
う
一
節
で
す
。
同
じ
く
南
宋
の
類
書
で
あ
る
『
事
文
類
聚
』

前
集
之
三
十
三
・
隠
逸
の
と
こ
ろ
に
も
全
文
が
載
っ
て
い
ま
す
。

題
葉
諌
と
北
山
移
文
、
と
も
に
室
町
の
禅
林
で
は
き
わ
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
文
学
の
素
材
で
し

た
。
そ
れ
が
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
和
漢
聯
句
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

普
及
し
た
原
因
と
し
て
こ
う
い
う
類
書
・
韻
書
を
前
提
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
『
韻
府
群
玉
』
は

原
型
で
も
二
十
巻
あ
る
腫
大
な
も
の
で
す
か
ら
、
和
漢
聯
句
の
場
に
持
ち
込
む
に
は
そ
れ
な
り
の

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
が
必
要
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
他
に
も
候
補
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
良
基
た
ち
は
明

ら
か
に
『
韻
府
群
玉
』
を
参
考
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
が
こ
の
少
し
前
の
『
空
華
日

用
工
夫
略
集
』
に
出
て
来
ま
す
。
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
十
一
月
二
日
条
で
、
書
き
下
し
て
引

用
し
ま
す
。

太
清
と
同
（
と
も
）
に
二
条
准
后
の
招
に
赴
く
。
永
相
山
等
三
五
人
、
官
人
万
里
小
路
等
数

人
、
（
中
略
）
和
漢
聯
句
に
、
始
め
て
今
の
大
明
撰
の
洪
武
正
韻
群
玉
を
用
ひ
韻
を
な
し
、

第
一
東
字
に
遭
ふ
。
凡
そ
吾
国
俗
の
旧
例
と
し
て
、
和
漢
聯
句
に
漢
に
韻
あ
り
和
に
韻
な
し
、

今
則
ち
新
た
に
立
て
、
和
も
亦
押
韻
す
、
准
后
起
句
を
余
・
太
清
両
人
に
譲
る
、
両
人
相
ひ

推
し
、
迫
ら
れ
已
を
得
ず
発
句
を
題
し
て
曰
く
「
半
・
愛
日
を
分
く
」
准
后
次
い
で
曰
く
。
「
木

の
葉
も
庭
の
つ
も
る
紅
」
、
太
清
曰
く
「
水
紋
池
の
錦
濯
ふ
」
、

こ
れ
は
大
変
注
目
さ
れ
る
記
事
で
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
和
漢
聯
句
は
発
句
は
必
ず
五
七

五
の
和
句
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
は
漢
句
を
発
句
と
し
て
（
聯
句
は
第
唱
句
）
、
和
句
を
入
韻

し
た
の
で
す
が
、
和
句
で
も
押
韻
し
た
と
い
う
の
で
す
。
最
後
に
来
る
文
字
を
体
言
止
め
に
す
る
。

つ
ま
り
偶
数
句
に
来
た
和
句
も
押
韻
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
紅
」
で
す
。
こ
れ
は
連
句
史
上

の
新
機
軸
で
あ
っ
て
、
と
く
に
区
別
し
て
漢
和
聯
句
と
呼
ば
れ
ま
す
。
具
体
的
な
韻
書
の
利
用
の

様
子
が
分
か
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
そ
の
押
韻
の
た
め
に
、
最
近
、
明
で
撰
ば
れ
た
『
洪
武
正
韻
群
玉
』
を
使
用
し

た
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
は
明
の
太
祖
の
『
洪
武
正
韻
』
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
の
太
祖
は
洪
武
八
年
（
一
三

七
五
）
に
、
学
者
に
命
じ
て
一
○
六
あ
っ
た
平
水
韻
を
七
六
に
整
理
し
、
こ
の
韻
を
制
定
し
た
。

し
か
し
、
明
末
ま
で
刊
行
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
ど
う
も
書
物
の
『
洪
武
正
韻
』
で
は
な
い
よ
う

で
す
。一

方
、
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
で
は
、
こ
の
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
の
記
事
を
引
い
て
、
「
洪

武
韻
府
」
と
言
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
洪
武
韻
の
制
定
を
受
け
て
で
し
ょ
う
、
改
編
さ
れ
た
『
韻

府
群
玉
』
が
同
じ
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
版
が
零
本
数
本
で
す
が
日
本
に
遣
っ
て
い
る

こ
と
が
住
吉
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
当
時
た
い
へ
ん
人
気
の
あ
っ
た
学
者

宋
擁
（
一
三
一
○
～
八
一
）
の
賊
文
が
付
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
朝
で
は
韻
を
実
際

に
あ
わ
せ
て
正
し
た
の
で
、
こ
の
書
を
重
刊
す
る
と
あ
り
ま
す
。
良
基
が
見
た
『
洪
武
正
韻
群
玉
』

と
は
、
こ
の
版
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
僅
か
六
年
を
経
て
の
受
容
と

な
り
ま
す
。

深
沢
眞
二
氏
は
、
後
陽
成
天
皇
の
時
代
の
和
漢
聯
句
会
の
隆
盛
に
触
れ
て
、
和
漢
聯
句
が
盛
ん

に
な
る
時
期
は
外
交
が
活
溌
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
で
い
う
と
、
南
北
朝
末
期
も

ま
た
義
満
の
も
と
で
積
極
的
な
外
交
が
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
訳
で
す
か
ら
、
慶
長
に
は
る
か
先

だ
っ
て
の
繁
栄
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
日
本
人
は
呉
音
漢
音
で
聞
い
て
い
た
訳
で
す
し
、
ま
た
発
音
体
系
は
驚
異
的
に
単
純

で
す
か
ら
、
四
声
の
別
も
か
な
り
怪
し
い
で
し
ょ
う
し
、
ま
し
て
当
時
の
中
国
の
漢
字
音
の
変
化

に
敏
感
で
あ
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
義
堂
周
信
が
宋
の
五
山
第
一
で
あ
る
「
径
山
（
き

ん
ざ
ん
ご
の
こ
と
を
話
し
た
ら
、
義
満
は
「
金
山
」
と
勘
違
い
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

韻
の
整
備
・
統
合
と
い
っ
て
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
結
局
ど
の
文
字
が
ど
の
韻
に
属
し
て
い

る
か
、
と
い
う
点
に
関
心
が
収
散
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
が
和
漢
聯

句
に
大
き
な
問
題
と
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
す
。

そ
も
そ
も
宋
か
ら
元
は
音
韻
変
化
が
甚
だ
し
い
時
代
で
、
最
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
『
広
韻
』
は

い
わ
ゆ
る
中
古
音
を
規
準
と
し
て
い
る
訳
で
す
が
、
既
に
時
代
遅
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
『
礼
部

韻
』
が
出
て
増
補
さ
れ
た
り
、
ま
た
元
に
は
『
中
原
音
韻
』
と
い
っ
た
、
完
全
に
世
俗
の
発
音
に

あ
わ
せ
た
韻
書
が
出
た
り
、
そ
し
て
洪
武
帝
の
よ
う
に
現
行
の
音
に
改
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
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っ
た
。
元
末
に
は
『
経
史
正
音
切
韻
指
南
』
と
い
う
本
が
出
た
こ
と
も
あ
り
、
学
問
に
も
適
用
し

よ
う
と
す
る
方
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

し
か
も
洪
武
帝
と
い
う
皇
帝
は
、
国
内
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
自
分
の
制
定
し
た
韻

を
配
っ
て
、
使
用
を
強
制
し
よ
う
と
し
た
ら
し
い
の
で
す
。
わ
が
二
条
良
基
も
微
弱
な
が
ら
そ
の

影
響
を
受
け
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
良
基
も
海
外
に
目
が
向
い

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
安
易
に
持
っ
て
い
か
な
い
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
注
意
す
べ
き
は
彼

土
の
事
情
が
日
本
の
学
問
に
も
大
い
に
刺
激
を
与
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
公
家
の
学
問
は
依
然
紀
伝
道
が
中
心
で
、
し
か
も
写
本
の
訓
点
を
父
祖
か
ら
教
わ
り
墨
守
す

る
だ
け
で
す
か
ら
、
良
基
は
そ
の
意
味
で
は
具
眼
の
士
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
こ

う
し
た
韻
書
が
、
最
も
早
く
参
照
と
す
べ
き
書
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
最
近
、
日
本
文
学
に
お
い
て
も
「
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
」
の
う
ち
に
置
い
て
と
ら
え
よ
う
と

す
る
こ
と
が
大
流
行
で
す
が
、
や
は
り
日
本
は
辺
境
Ｉ
特
殊
で
あ
っ
て
、
受
容
の
先
後
よ
り
も
消

化
し
た
後
の
方
が
大
事
と
の
思
い
が
強
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
書
物
の
上
で
の
影
響
が
ど
う
働
く

か
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
南
宋
に
刊
行
さ
れ
た
『
韻
鏡
』
が
、
学
問
上
の
非
常
な
権
威
を
持
っ
て
来
る
の
が
こ

の
時
代
な
の
で
す
。
五
十
音
図
と
同
じ
原
理
で
、
声
母
と
韻
母
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、
漢
字
音
を

示
す
仕
組
み
で
す
。
音
韻
を
二
文
字
で
示
す
「
反
切
」
で
す
ね
。
た
し
か
に
、
こ
れ
で
一
応
現
地

で
の
発
音
は
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
入
明
し
た
禅
僧
な
ら
と
も
か
く
、
大
半
の
日
本

人
が
、
こ
の
よ
う
な
韻
図
を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
使
い
こ
な
せ
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ

く
ま
で
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
関
心
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
韻
鏡
』
は
実
に
よ
く
使
わ
れ
、
尊

重
さ
れ
て
い
て
、
室
町
時
代
後
期
に
は
日
本
人
の
手
で
出
版
ま
で
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
将
軍

の
名
前
や
年
号
を
決
め
る
時
、
候
補
と
な
っ
た
二
文
字
に
つ
い
て
、
必
ず
反
切
が
求
め
ら
れ
、
そ

れ
は
以
前
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
は
、
こ
の
『
韻
鏡
』
が
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

こ
れ
は
『
韻
鏡
』
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
、
「
盲
目
の
尊
敬
」
が
あ
っ
た
と
し
か
思

え
な
い
。
こ
う
い
う
現
象
が
、
さ
き
の
『
韻
府
群
玉
』
を
使
っ
た
漢
和
聯
句
の
始
ま
り
と
い
う
こ

と
に
も
応
用
で
き
そ
う
で
す
。

和
漢
聯
句
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
で
盛
ん
に
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
す
で
に
室
町
期
の
百

韻
の
注
釈
が
二
つ
出
て
い
ま
す
。
私
は
今
ま
で
の
良
基
研
究
の
延
長
と
し
て
、
一
人
で
読
ん
で
い

ま
す
の
で
、
遅
遅
と
し
た
歩
み
で
す
。
韻
書
の
重
要
性
な
ど
、
作
業
し
て
い
て
実
感
し
ま
し
た
が
、

た
ぶ
ん
識
者
は
も
う
先
刻
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
、
講
釈
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
。
た
だ
改
め
て

こ
の
和
漢
聯
句
、
内
容
を
ざ
っ
と
読
ん
だ
上
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
学
問
史
の
材
料
が
拾
え
ま
す
。

そ
れ
ら
は
、
深
層
の
動
き
と
連
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
き
ま
す
。
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の
音
の
文
化
』
第
一
書
房

平
６
）

桜
井
英
治
『
室
町
人
の
精
神
』
（
講
談
社
日
本
の
歴
史
、
平
Ｂ
）

鈴
木
元
「
「
題
葉
諏
」
遁
遙
」
（
京
都
語
文
２
平
９
・
的
）

鈴
木
元
「
紅
葉
の
ふ
み
ｌ
年
中
行
事
歌
合
の
一
首
か
ら
」
（
和
歌
文
学
研
究
乃
平
９
．
皿
）

住
吉
明
彦
「
『
韻
府
群
玉
』
版
本
考
（
一
）
～
（
五
）
」
（
斯
道
文
庫
論
集
お
～
汐
平
Ｂ
・
２
～

Ⅳ
・
２
）

高
岸
輝
『
室
町
王
権
と
絵
画
ｌ
初
期
土
佐
派
研
究
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
平
妬
）

新
田
一
郎
『
太
平
記
の
時
代
』
（
講
談
社
日
本
の
歴
史
皿
平
Ｂ
）

能
勢
朝
次
『
聯
句
と
連
歌
』
（
要
書
房
昭
奉
↓
『
能
勢
朝
次
著
作
集
７
連
歌
研
究
』
思
文
閣

出
版
昭
釘
）

ど
う
し
て
、
そ
ん
な
に
長
く
二
条
良
基
の
研
究
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
う
生
存
の
条

件
と
同
じ
と
答
え
る
ほ
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
良
基
一
人
、
南
北
朝
時
代
で
さ
え
、
ま
だ
よ
う
や

く
手
を
つ
け
た
ば
か
り
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
ま
た
ず
っ
と
続
く
は
ず
な
の
で
す
が
、

い
ま
は
体
力
と
時
間
が
な
い
の
で
す
。
体
力
を
つ
け
て
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

自
由
に
学
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
で
報
告
の
と
じ
め

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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安
田
章
『
中
世
辞
書
論
考
』
「
和
漢
聯
句
と
韻
書
」
（
清
文
堂
出
版
昭
鎚
）

柳
田
征
司
『
室
町
時
代
語
資
料
と
し
て
の
抄
物
の
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
平
川
）

宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会

桃
崎
有
一
郎
「
足
利
義
満
の
公
家
社
会
支
配
と
「
公
方
様
」
の
証

森
茂
暁
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
（
文
献
出
版
昭
刃
）

一会

花
登
正
宏
『
古
今
韻
会
挙
要
研
究
Ｉ
中
國
近
世
音
韻
史
の
一
側
面
』
（
汲
古
書
院
平
９
）

深
沢
真
二
「
連
歌
・
俳
譜
の
研
究
ｌ
桃
山
時
代
の
和
漢
聯
句
」
（
私
学
研
修
姉
・
価
平
ｎ
．
里

深
沢
真
二
「
聯
句
と
和
漢
聯
句
」
（
国
語
国
文
幻
１
９
昭
“
・
９
）

平
肥
）

の
誕
生
」
（
函青
ｇ
昌
叫
平
四
・
６
）

-16-


