
Title 連歌と「挨拶」 : 当座性のありか

Author(s) 浅井, 美峰

Citation 語文. 2024, 122, p. 40-50

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/98209

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



語文122（2024・6　大阪大学国語国文学会）

連
歌
と
「
挨
拶
」

―
当
座
性
の
あ
り
か

―

浅　
　

井　
　

美　
　

峰

は
じ
め
に

連
歌
は
五
七
五
の
長
句
と
七
七
の
短
句
を
複
数
の
連
衆
（
連
歌
会
参
加

者
）
が
順
に
連
ね
て
い
く
文
芸
で
あ
る
。

「
連
歌
」と
い
う
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
、
田
中
裕
氏
は
二
条
良
基
の
連
歌

論
か
ら
、
連
歌
に
お
け
る
当
座
性（
一
座
に
お
け
る
制
作
と
享
受
）・
興
遊
性

（
当
座
の
面
白
さ
）・
聴
覚
性
（
詠
吟
）
が
文
芸
性
に
結
び
つ
く
と
論
じ）

1
（

、
島

津
忠
夫
氏
は
連
歌
の
持
つ
、
興
行
を
前
提
と
す
る
芸
能
的
性
格
と
詩
と
し
て

の
文
芸
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る）

2
（

。
文
芸
と
し
て
連
歌
作
品
を
扱
う
だ
け

で
は
な
く
、
連
歌
の
性
格
に
つ
い
て
、
複
数
人
が
集
ま
っ
て
当
座
で
詠
ま
れ

る
と
い
う
形
式
と
、
そ
の
連
歌
・
連
歌
会
が
祈
願
や
追
悼
な
ど
目
的
を
持
っ

て
行
わ
れ
る
と
い
う
内
容
の
両
方
を
重
視
し
て
い
る
。

島
津
氏）

（
（

が
「
連
歌
の
一
座
で
は
、
ご
く
あ
り
き
た
り
の
表
現
の
奥
に
、
後

に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
当
座
性
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多

い
」
と
す
る
よ
う
に
、
連
歌
作
品
の
享
受
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
、
そ
の

「
当
座
性
」
に
よ
っ
て
、
文
学
作
品
と
し
て
例
え
ば
和
歌
と
同
じ
よ
う
に
読

解
・
鑑
賞
で
き
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
連
歌
会
の
当
座
に
お
い
て

意
味
を
持
っ
た
表
現
は
、
後
か
ら
読
ま
れ
る
場
合
に
は
効
果
を
発
揮
し
な

い
・
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
句
集
等
に
句
が
切
り
出
さ
れ

た
場
合
に
当
座
の
情
報
が
剥
落
し
て
し
ま
う
（
詞
書
や
注
釈
で
補
え
る
場
合

も
あ
る
）
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
百
韻
・
千
句
の
形
で
残
っ
て
い
て
も

当
座
の
人
々
と
同
じ
視
点
で
句
全
体
を
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
座
の
中
で
の
人
間
関
係
、出
句
時
の
座
の
雰
囲
気
、当

時
の
流
行
、
局
所
的
な
知
識
体
系
、
当
座
の
興
な
ど
、
存
在
は
想
定
で
き
、
句

の
内
容
や
連
歌
会
張
行
に
関
す
る
情
報
か
ら
推
測
で
き
る
場
合
も
あ
る
が
、

基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
情
報
は
連
歌
作
品
の
中
に
見
出
だ
す
の
が
困
難
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
「
当
座
性
」
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
、「
挨
拶
（
性
）」
が

挙
げ
ら
れ
る
。『
俳
文
学
大
辞
典
』
の
「
挨
拶
」
の
項）

4
（

で
は
、「
相
手
に
対
す

る
親
和
の
意
を
込
め
て
句
を
詠
む
こ
と
」、「
挨
拶
性
は
古
典
か
ら
現
代
に
至
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る
俳
文
芸
の
基
本
的
性
格
と
い
っ
て
よ
い
」
と
す
る
。
山
本
健
吉
「
挨
拶
と

滑
稽）

（
（

」
を
は
じ
め
と
し
て
、
俳
諧
・
俳
句
に
お
け
る
挨
拶
に
つ
い
て
論
じ
る

場
合
に
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
連
歌
に
お
け
る
同
様
の
意
識
に
つ
い
て
、
連
歌

論
や
連
歌
の
発
句
を
引
い
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
連
歌
に
お
け
る
「
挨

拶
」
に
つ
い
て
、
既
に
そ
こ
に
挨
拶
の
意
識
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
言

及
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
連
歌
研
究
に
お
い
て
も
、
先
述
し
た
よ
う

に
連
歌
の
持
つ
性
格
の
一
つ
と
し
て
当
座
性
（
挨
拶
性
）
が
挙
げ
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
の
具
体
的
な
在
り
方
や
表
現
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
連
歌
の
性
格
・
本
質
に
関
わ
る
当
座
性
の
問
題
と
し
て
、

連
歌
に
お
け
る
「
挨
拶
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
考

え
て
い
き
た
い
。

一
、
連
歌
の
当
座
性
と
「
挨
拶
」

連
歌
に
お
け
る「
挨
拶
」に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
特
に
発
句
・
脇
句（
第

一
句
目
・
第
二
句
目
）
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

発
句
は
、
二
条
良
基
の
連
歌
論
書
『
僻
連
抄）

6
（

』（
康
永
二
〇
（
一
三
四
五
）

年
）
で
「
発
句
は
最
も
大
事
の
物
也
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
連
歌
の
中
で
重

要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
座
の
中
で
最
も
身
分
の
高
い
者
、
客
人
が
詠

む
こ
と
が
多
く
、
座
の
主
人（
亭
主
）・
一
座
の
人
々
へ
の
挨
拶
を
込
め
て
詠

ま
れ
、
そ
の
百
韻
の
最
初
を
飾
り
基
調
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

同
じ
く
『
僻
連
抄
』
で
「
一
座
を
張
行
せ
む
と
思
は
ば
、
ま
づ
時
分
を
選

び
、
眺
望
を
尋
ぬ
べ
し
」
と
連
歌
会
の
場
の
重
要
な
要
素
と
し
て
時
分
・
眺

望
を
挙
げ
、
連
歌
会
を
行
う
に
相
応
し
く
調
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
良

い
時
分
・
良
い
眺
望
の
場
を
選
べ
ば
自
ず
と
連
歌
も
良
い
も
の
と
な
る
、
と

い
う
こ
と
で
、
発
句
に
そ
の
連
歌
会
が
行
わ
れ
る
当
季
の
句
を
詠
む
、
と
い

う
こ
と
と
も
関
わ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
廣
木
一
人
氏）

（
（

が
、

連
歌
の
発
句
に
お
け
る
「
当
季
」
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、

実
は「
十
二
月
題
」と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ

れ
さ
え
も
細
分
化
し
た
「
折
節
の
景
物
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
が
本
意
と
い
う
形
で
、
当
座
性
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。

と
し
て
い
る
。
発
句
に
当
季
（
そ
の
折
節
の
景
物
）
を
詠
む
と
い
う
こ
と
が
、

当
座
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

発
句
に
お
け
る
当
座
性
に
つ
い
て
、
松
本
麻
子
氏
は）

（
（

、

連
歌
の
発
句
に
挨
拶
の
意
味
合
い
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
他
者
を
喜
ば

せ
る
た
め
に
発
句
の
み
を
送
る
（
贈
る
）
行
為
も
ま
た
挨
拶
で
あ
る
と

言
え
る
。
発
句
は
、
最
初
は
遠
方
の
人
へ
の
、
ま
た
は
連
歌
に
同
席
が

叶
わ
な
か
っ
た
相
手
へ
の
挨
拶
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
次
第

に
付
句
を
必
要
と
せ
ず
独
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
、
発
句
が
単
独
で
独
立
し
て
詠
作
さ
れ
て
も
、
そ
の
発
句
の
持
つ
挨
拶
性

は
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
発
句
の
持
つ
挨
拶
性
に
対
し
、
脇
句
に
つ
い
て
も
「
挨
拶
」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。「
客
発
句
脇
亭
主
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る）

（
（

が
、
通

常
、
一
座
の
主
人
・
亭
主
が
脇
句
を
詠
む
。
つ
ま
り
、
発
句
で
の
客
人
か
ら

の
挨
拶
に
、
亭
主
と
し
て
挨
拶
を
返
す
形
で
あ
る
。
句
の
内
容
や
表
現
に
つ

い
て
も
「
い
づ
れ
も
発
句
に
よ
る
べ
し
」（
僻
連
抄
）
と
、
発
句
に
合
わ
せ
た
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形
で
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

和
歌
の
贈
答
や
二
句
の
短
連
歌
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
や
り
と
り
は
完
結
す

る
が
、
百
韻
等
の
定
数
連
歌
で
は
発
句
に
対
す
る
挨
拶
、
社
交
辞
令
に
終
始

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
第
三
句
以
降
の
句
を
続
け
、
連
歌
を
展
開
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
発
句
と
脇
句
の
間
の
「
挨
拶
」
は
客
人
・

亭
主
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
一
座
の
人
々
全
員
に
と
っ
て
も
重
要
な
儀

礼
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
全
員
の
共
同
に
よ
り
百
句
を
繋
げ
て
は
じ
め
て
一
つ

の
作
品
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
岸
田
依
子
氏）

（1
（

は
、「
連
歌
の
〈
座
〉
と
百
韻
の
様
式
に
は
、
神
々
と

と
も
に
時
空
を
共
有
す
る
祭
祀
性
や
法
楽
的
な
要
素
が
内
包
さ
れ
」
て
い
る

と
し
、発
句
で
神
を
迎
え
、脇
句
で
神
へ
の
挨
拶
を
し
、挙
句
で
祝
言
に
よ
っ

て
神
送
り
を
す
る
形
で
、
連
歌
の
〈
座
〉
と
神
が
結
び
つ
く
、
と
す
る
。
座

中
の
人
々
同
士
だ
け
で
は
な
い
形
の
「
挨
拶
」
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
連
歌
に
お
け
る
「
挨
拶
」
は
、
主
に
発
句
・
脇
句
に
見
ら
れ

る
、
当
座
で
の
社
交
的
儀
礼
と
そ
れ
へ
の
返
礼
、
句
の
表
現
や
内
容
の
応
答
、

神
等
を
含
め
た
他
者
へ
向
け
ら
れ
る
意
識
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
別
種
の
事
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
「
挨
拶
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
た
め
に
問
題
が
複
雑
化
し
て
い
る
。

「
当
座
で
他
者
へ
意
識
を
向
け
、
そ
れ
を
連
歌
の
句
上
で
表
現
す
る
こ
と
」

を
本
稿
で
は
「
挨
拶
」
と
し
、
範
囲
を
最
大
限
幅
広
く
取
っ
て
、
連
歌
に
お

け
る
「
挨
拶
」
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、

そ
れ
が
座
を
離
れ
た
段
階
で
ど
の
程
度
、
情
報
と
し
て
維
持
さ
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、
亭
主
へ
の
挨
拶
の
表
現
―
当
地
・
当
座
の
も
の
を
詠
む

本
節
で
は
、
発
句
の
挨
拶
性
を
持
つ
表
現
に
つ
い
て
、
再
度
作
品
に
即
し

て
考
え
る
。

ま
ず
は
、
亭
主
に
対
し
て
の
「
挨
拶
」
を
担
う
発
句
の
表
現
に
つ
い
て
見

て
い
く
。
連
歌
師
が
旅
先
で
連
歌
会
に
参
加
し
た
際
の
発
句
・
人
か
ら
所
望

さ
れ
て
詠
ん
だ
発
句
が
句
集
や
紀
行
文
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。
句
に
詠
む

素
材
の
選
択
と
表
現
に
注
目
す
る
。

宗
祇
の
句
集
『
愚
句
老
葉）

（（
（

』
で
は
、
次
の
よ
う
な
詞
書
と
自
注
が
句
に
付

さ
れ
て
い
る
。

神
保
宗
右
衛
門
尉
許
に
て
、
扇
を

心
あ
ひ
の
風
の
名
に
お
ふ
扇
か
な

「
あ
ひ
の
風
」、
北
国
に
吹
く
也
。「
あ
ゆ
の
風
」
と
も
い
ふ
。
扇
の

風
、
又
心
の
ま
ゝ
な
る
を
思
ひ
合
て
申
也
。

上
杉
戸
部
亭
の
月
次
に

咲
く
藤
に
匂
ふ
や
北
の
家
の
風

上
杉
は
北
家
藤
氏
也
。
是
を
褒
め
て
、
し
か
も
北
国
に
て
の
発
句

な
れ
ば
、
か
様
に
申
し
侍
り
。

詞
書
か
ら
前
者
は
越
中
を
拠
点
と
し
た
神
保
長
誠
の
も
と
で
の
発
句
、
後
者

は
越
後
の
上
杉
房
定
の
月
次
連
歌
で
の
発
句
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る）

（1
（

。

さ
ら
に
、
自
注
を
見
る
と
、
両
句
と
も
そ
の
土
地（
北
国
）に
関
わ
る「
あ
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ひ
の
風
」「
北
」を
詠
み
込
む
。
こ
の
扇
の
風
は
ま
さ
に
心
の
ま
ま
吹
く
北
国

の
風
だ
、
と
す
る
前
者
も
、
藤
の
花
に
匂
う
の
は
こ
の
北
国
に
吹
く
藤
原
北

家
（
上
杉
家
）
の
風
だ
、
と
す
る
後
者
も
、
そ
の
地
と
そ
こ
を
治
め
る
亭
主

の
繁
栄
を
言
祝
ぐ
発
句
で
あ
る
。
亭
主
へ
の
挨
拶
の
心
が
句
の
内
容
・
表
現

と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

し
か
し
、
宗
祇
の
死
後
に
発
句
を
集
成
し
た
『
自
然
斎
発
句
』
で
は
そ
れ

ぞ
れ
「
扇
」「
藤
」
の
句
群
に
収
め
ら
れ
、
詞
書
・
自
注
に
見
ら
れ
た
座
の
情

報
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。
誰
の
と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て

詠
ま
れ
た
挨
拶
句
か
、
と
い
う
情
報
は
、
宗
祇
の
発
句
を
鑑
賞
す
る
際
に
は

不
要
で
、「
宗
祇
の
扇
／
藤
の
句
」
と
い
う
情
報
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
実

作
の
模
範
と
し
て
も
、
神
保
氏
・
上
杉
氏
の
も
と
で
発
句
を
詠
む
た
め
に
見

る
も
の
で
は
な
く
、
扇
や
藤
と
い
う
句
材
の
詠
み
方
の
参
考
と
し
て
の
側
面

が
重
要
視
さ
れ
る
。

宗
祇
の
門
弟
宗
長
の
『
東
路
の
つ
と）

（1
（

』
で
は
、

こ
の
八
島
よ
り
日
光
山
へ
、
お
の
お
の
う
ち
つ
れ
、
苅
沼
と
い
ふ
所
に
、

綱
房
の
父
筑
後
守
綱
重
の
館
あ
り
。
一
宿
し
て
懇
ろ
の
い
た
は
り
、
筆

に
も
尽
し
が
た
し
。
そ
の
朝
、
日
光
山
へ
あ
ひ
伴
は
ん
と
て
出
立
の
急

ぎ
の
間
に
、

　
　

若
え
つ
つ
黒
髪
山
ぞ
秋
の
霜

所
望
は
な
か
り
し
か
ど
、
あ
ま
り
に
志
の
謝
し
が
た
き
ば
か
り
な
り
。

黒
髪
山
の
麓
な
れ
ば
な
り
。
綱
重
の
子
、
孫
、
類
ひ
ろ
く
栄
え
た
る
こ

と
な
る
べ
し
。

と
、
出
立
の
際
に
発
句
を
詠
ん
で
歓
待
へ
の
謝
意
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は

連
歌
会
で
詠
ま
れ
た
発
句
で
は
な
い
が
、
当
地
日
光
・
苅
沼
（
鹿
沼
）
の
黒

髪
山
（
男
体
山
）
が
若
や
ぎ
栄
え
る
様
子
に
、
手
厚
く
も
て
な
し
て
く
れ
た

壬
生
綱
重
の
一
族
の
繁
栄
を
重
ね
、
当
季
の
秋
の
霜
も
詠
み
込
ん
で
い
る
。

「
所
望
は
な
か
り
し
か
ど
」と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
旅
先
で
発
句
を
所
望

さ
れ
た
際
に
も
こ
の
よ
う
な
そ
の
土
地
の
景
物
を
詠
み
込
ん
だ
発
句
を
相
手

へ
の
挨
拶
と
し
て
贈
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。「
若
え
つ
つ
」
の
句
は
、
も

ち
ろ
ん
こ
の
ま
ま
連
歌
の
発
句
と
し
て
百
韻
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

し
、
壬
生
氏
が
珍
重
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
挨
拶
の
在
り
方
は
、「
そ
の
土
地
の
も
の
」
と
い
う
区
分
か
ら

さ
ら
に
細
か
く
「
当
座
・
亭
主
に
関
わ
る
も
の
」
と
い
う
形
と
な
っ
て
表
れ

て
く
る
。
宗
長
の
弟
子
の
連
歌
師
宗
牧
の
『
東
国
紀
行）

（1
（

』
に
は
、

心
や
す
く
両
日
遊
覧
し
て
、

　
　

花
か
と
も
い
ふ
ま
で
雪
の
籬
か
な

柴
垣
、
新
し
く
し
わ
た
し
て
、
な
に
と
が
な
思
へ
る
気
色
を
謝
し
た
る

様
な
り
。

の
よ
う
に
、
深
溝
松
平
氏
（
好
景
か
）
の
も
と
で
歓
待
を
受
け
、
そ
こ
で
連

歌
会
の
発
句
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
え
る
が
、
新
調
さ
れ
た
柴
垣
を
、
そ
こ
に

降
り
積
む
雪
が
花
と
見
紛
う
ま
で
美
し
い
、
と
し
て
亭
主
へ
の
感
謝
を
伝
え
、

挨
拶
と
し
て
い
る
。

同
じ
く
『
東
国
紀
行
』
の
北
条
氏
康
邸
の
場
面
で
も
、

太
守
よ
り
館
の
花
い
ま
だ
盛
り
な
れ
ば
、
明
夕
参
上
す
べ
き
よ
し
御
内

議
あ
り
。
君
卓
の
か
ざ
ら
れ
、
庭
籠
の
鳥
、
数
々
の
面
白
さ
、
遣
り
水

の
か
け
ひ
雨
に
紛
は
ず
。
水
上
は
箱
根
の
水
海
よ
り
な
ど
聞
き
侍
り
て
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驚
く
ば
か
り
な
り
。
例
の
発
句
、
又
当
座
、

　
　

花
の
色
も
鳥
の
音
お
し
む
夕
哉

た
だ
今
の
景
気
成
べ
し
。
こ
の
発
句
に
て
一
折
独
吟
に
す
べ
き
よ
し
、

し
き
り
の
御
事
に
て
、
然
ば
御
脇
を
な
ど
申
侍
ば
、
作
者
に
と
て
、

　
　

霞
に
も
る
る
こ
す
の
外
の
山

今
日
は
二
月
廿
五
日
、
北
野
御
神
事
、
右
京
兆
一
日
千
句
万
代
不
休
の

吉
日
な
れ
ば
、
御
稽
古
の
は
じ
め
に
は
尤
珍
重
の
由
、
申
な
し
て
退
出
。

そ
の
館
に
咲
く
花
の
美
し
さ
、
庭
籠
に
飼
わ
れ
た
鳥
（
の
音
）
の
素
晴
ら
し

さ
、
春
の
夕
べ
、
と
い
う
そ
の
場
の
素
材
を
発
句
内
に
詠
み
込
み
、
氏
康
へ

の
挨
拶
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
そ
の
場
の
景
を
詠
ん
だ
発
句
に
、
さ
ら
に

氏
康
の
代
作
と
し
て
脇
句
「
霞
に
も
る
る
」
を
付
け
、
ち
ょ
う
ど
本
日
二
月

二
十
五
日
は
連
歌
の
神
で
あ
る
天
神
の
縁
日
で
あ
り
、
細
川
京
兆
家
の
一
日

千
句
の
例
も
あ
る
吉
日
で
あ
る
た
め
、
連
歌
の
御
稽
古
を
始
め
る
に
は
最
も

結
構
な
日
で
す
よ
、
と
伝
え
て
い
る
。

こ
の
発
句
か
ら
始
ま
る
宗
牧
の
連
歌
は
こ
の
後
独
吟
で
百
韻
全
て
詠
ま
れ
、

残
さ
れ
て
い
る
。
満
尾
の
後
に
は
氏
康
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。

発
句
（
と
そ
の
後
に
続
く
連
歌
）
で
は
、
こ
の
よ
う
に
亭
主
へ
の
挨
拶
と

し
て
そ
の
当
地
・
当
座
の
も
の
が
詠
み
込
ま
れ
、
発
句
作
者
の
感
謝
や
祝
意

を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
座
か
ら
離
れ
て
発
句
単
体

で
も
詞
書
・
自
注
や
紀
行
文
で
の
説
明
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
が
伝
わ
る
も
の

も
あ
る
。

三
、
法
楽
の
表
現
―
目
的
に
合
わ
せ
た
素
材
を
詠
む

本
節
で
は
、
前
節
の
当
地
・
当
座
の
景
物
を
詠
む
発
句
と
は
異
な
る
、
法

楽
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
連
歌
の
発
句
の
表
現
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

は
じ
め
に
宗
祇
・
宗
長
・
肖
柏
に
よ
っ
て
張
行
さ
れ
た
『
水
無
瀬
三
吟
百

韻
）
（1
（

』
の
発
句
・
脇
句
を
挙
げ
る
。

雪
な
が
ら
山
本
霞
む
夕
べ
か
な　

宗
祇

行
く
水
遠
く
梅
匂
ふ
里　
　
　
　

肖
柏

こ
の
百
韻
は
、
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
正
月
二
十
二
日
、
後
鳥
羽
院
の
月

忌
日
に
行
わ
れ
、
水
無
瀬
に
あ
る
後
鳥
羽
院
の
廟
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
発
句
の
表
現
は
後
鳥
羽
院
の
「
見
渡
せ
ば
山
本
霞
む
水
無
瀬
川
夕

べ
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
む
」（
新
古
今
和
歌
集
・
春
上
・
三
六
）
の
本
歌
取

り
と
な
っ
て
い
る
。
脇
句
は
、
発
句
か
ら
水
無
瀬
川
を
連
想
し
、
そ
の
「
行

く
水
」
が
梅
の
匂
う
里
へ
と
遥
か
に
流
れ
る
様
子
を
付
け
て
い
る
。
言
葉
の

縁
と
し
て
は
、「
水
無
瀬
川
あ
り
て
行
く
水
な
く
ば
こ
そ
つ
ひ
に
我
身
を
た

え
ぬ
と
思
は
め
」（
古
今
和
歌
集
・
恋
五
・
七
九
三
・
読
人
不
知
）
を
契
機

と
す
る
も
の
か
と
見
え
る
。
発
句
・
脇
句
で
「
水
無
瀬
」
へ
の
法
楽
の
意
識

を
共
有
し
て
表
現
し
、
百
韻
を
始
め
て
い
る
。

同
様
の
例
に
、
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
正
月
六
日
に
、
連
歌
の
准
勅
撰

集
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
の
成
就
を
祈
念
し
て
詠
ま
れ
た
『
新
撰
菟
玖
波
祈
念

百
韻）

（1
（

』
が
あ
る
。
発
句
・
脇
句
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

あ
さ
霞
お
ほ
ふ
や
め
ぐ
み
菟
玖
波
山　

宗
祇

新
桑
ま
ゆ
を
ひ
ら
く
青
柳　
　
　
　
　

実
隆
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宗
祇
の
草
庵
で
あ
る
種
玉
庵
で
行
わ
れ
た
の
で
「
菟
玖
波
山
」
は
張
行
の
場

で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
酒
折
宮
で
の
日
本
武
尊
と
秉
燭
者
と
の

唱
和
（「
新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る
／
日
日
並
べ
て
夜
に
は
九
夜

日
に
は
十
日
を
」）
か
ら
連
歌
の
こ
と
を
「
筑
波
の
道
」
と
称
す
る
こ
と
、
先

行
す
る
連
歌
の
准
勅
撰
集『
菟
玖
波
集
』の
こ
と
、
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る『
古

今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
「
ひ
ろ
き
御
恵
み
の
蔭
、
筑
波
山
の
麓
よ
り
も
繁
く

お
は
し
ま
し
て
」
や
「
筑
波
嶺
の
こ
の
も
か
の
も
に
影
は
あ
れ
ど
君
が
み
か

げ
に
増
す
影
は
な
し
」（
東
歌
・
一
〇
九
五
）
が
想
起
さ
れ
る
発
句
で
あ
る
。

事
前
に
宗
祇
は
こ
の
発
句
を
三
条
西
実
隆
に
見
せ
、
連
歌
会
に
は
一
座
し

て
い
な
い
が
脇
句
を
実
隆
が
詠
ん
で
い
る
。
脇
句
で
は
、「
筑
波
嶺
の
新
桑
繭

の
衣
は
あ
れ
ど
君
が
御
衣
し
あ
や
に
着
欲
し
も
」（
万
葉
集
・
巻
一
四
・
東

歌
・
三
三
五
〇
）
を
媒
介
と
し
て
「
新
桑
ま
ゆ
」
を
導
き
、「
青
柳
の
眉
を
開

く
」
と
い
う
表
現
を
重
ね
、
発
句
に
詠
む
「
菟
玖
波
山
」
に
託
し
た
祈
願
を

受
け
て
い
る
。

こ
の
『
水
無
瀬
三
吟
百
韻
』・『
新
撰
菟
玖
波
祈
念
百
韻
』
の
発
句
・
脇
句

で
は
、座
の
目
的
に
合
わ
せ
た
本
歌
や
歌
枕
、句
材
が
選
択
さ
れ
て
い
た
。
一

座
を
主
導
す
る
宗
祇
が
共
に
発
句
を
詠
ん
で
お
り
、
脇
句
と
合
わ
せ
て
見
て

も
単
純
な
儀
礼
的
や
り
と
り
で
は
な
く
、
百
韻
の
目
的
と
す
る
法
楽
・
祈
願

に
向
け
て
連
歌
の
方
向
性
・
座
の
人
々
の
意
識
を
定
め
る
と
い
う
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

特
定
の
本
歌
に
拠
ら
な
い
場
合
も
、
同
様
に
法
楽
の
目
的
に
合
わ
せ
て
句

材
を
選
択
し
て
い
る
。
享
禄
五
（
一
五
三
二
）
年
正
月
張
行
の
『
聴
雪
宗
牧

両
吟
住
吉
法
楽
百
韻）

（1
（

』
の
発
句
・
脇
句
を
挙
げ
る
。

春
の
色
染
め
出
す
海
の
み
ど
り
哉　
　

雪

波
よ
り
霞
む
雪
の
遠
山　
　
　
　
　
　

宗
牧

三
条
西
実
隆
（
聴
雪
）
の
発
句
で
は
、
法
楽
の
対
象
で
あ
る
住
吉
を
想
起
し
、

そ
の
住
吉
の
海
が
春
ら
し
く
青
々
と
美
し
い
様
子
を
詠
む
。
宗
牧
の
脇
句
で

は
、
そ
の
浦
の
波
か
ら
霞
み
つ
つ
遠
く
の
方
に
見
え
る
雪
残
る
山
ま
で
の
景

色
を
詠
み
、
発
句
に
応
じ
て
い
る
。
住
吉
社
へ
の
法
楽
の
た
め
の
も
の
と
し

て
宗
牧
が
実
隆
に
発
句
を
依
頼
し
、
そ
の
後
も
実
隆
邸
を
訪
ね
、
複
数
日
を

か
け
て
二
人
で
詠
み
上
げ
ら
れ
た
百
韻
で
あ
る
こ
と
が
『
実
隆
公
記
』・
実

隆
の
家
集
『
再
昌
草
』
よ
り
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
発
句
・
脇
句
に
そ
の
連
歌
の
目
的
に
応
じ
た
内
容
、
例
え
ば

法
楽
先
の
景
等
を
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
連
歌
全
体
・
連
衆
全
体
を
法
楽

先
の
神
と
結
び
つ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
。
第
三
句
以
降
に
そ
の
神
に
関
す

る
事
柄
が
詠
み
込
ま
れ
な
く
と
も
、
神
へ
の
意
識
を
表
現
し
た
発
句
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
と
い
う
枠
組
み
が
、
そ
の
連
歌
全
体
の
法
楽
と
い
う
目
的
を
保

証
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

発
句
に
祈
願
の
内
容
を
具
体
的
に
詠
み
込
む
例
も
見
ら
れ
る
。『
三
島
千

句
）
（1
（

』
は
、
宗
祇
が
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
、
古
今
伝
受
の
途
中
に
東
常
縁

の
子
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
発
句
を
詠
み
、
そ
の
後
三
日
で
完
成
さ
せ
た
独

吟
千
句
で
あ
る
。
そ
の
第
一
百
韻
の
発
句
は
、「
な
べ
て
世
の
風
を
治
め
よ
神

の
春
」
と
、
三
島
の
神
の
力
に
よ
る
世
の
安
定
を
願
う
発
句
と
し
て
構
成
し

つ
つ
、「
風
を
治
め
よ
」
と
病
気
平
癒
の
祈
念
を
込
め
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、
詠
作
事
情
が
分
か
っ
て
い
る
百
韻
・
千
句
の
例
を
見
て
き
た
。

句
の
表
現
が
法
楽
と
い
う
目
的
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
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た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
在
り
方
は
、
発
句
（
・
脇
句
）
が
法
楽
に
お
い
て

は
神
へ
の
意
識
を
持
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、「
挨
拶
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
法
楽
と
し
て
は
完
成
し
た
作
品
を
奉
納
す
る
こ
と
が
目
指

さ
れ
る
が
、
そ
の
姿
勢
は
発
句
の
段
階
か
ら
既
に
明
確
に
意
識
さ
れ
、
句
の

中
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
挙
句
の
表
現
―
祝
意
の
方
向
性

二
・
三
節
で
は
、
座
の
目
的
や
状
況
に
合
わ
せ
て
発
句
（
・
脇
句
）
に
詠

ま
れ
る
句
材
・
表
現
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶

性（
他
者
へ
の
意
識
の
方
向
性
）を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
連

歌
の
最
終
句
で
あ
る
挙
句
に
つ
い
て
も
、
そ
の
表
現
を
見
て
い
き
た
い
。

挙
句
は
、
祝
意
を
も
っ
て
百
韻
を
巻
き
上
げ
る
の
が
基
本
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
祝
意
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
表
現
で
表
さ
れ
る
か
を
確
認
す
る
。

至
徳
二
（
一
三
八
五
）
年
十
月
十
八
日
に
石
山
寺
に
て
張
行
さ
れ
た
『
石

山
百
韻）

11
（

』
で
は
、
九
九
番
句
と
挙
句
で
次
の
よ
う
に
春
の
情
景
が
詠
ま
れ
る
。

横
雲
を
そ
の
ま
ま
花
に
明
け
な
し
て　

良
基

又
と
ち
ぎ
れ
ば
此
の
山
の
春　
　
　
　

右
大
弁

張
行
は
十
月
な
の
で
当
座
の
景
色
と
は
重
な
ら
な
い
が
、「
此
の
山
」
と
し
て

石
山
寺
を
最
後
に
詠
む
こ
と
で
、
当
地
の
春
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

『
応
永
三
十
年
熱
田
法
楽
百
韻）

1（
（

』
の
九
八
番
句
か
ら
挙
句
に
は
、

春
い
く
か
へ
り
た
え
ぬ
祝
言　
　
　
　

建
照

あ
ら
玉
の
年
又
と
し
の
豊
か
に
て　
　

宥
任

大
宮
司
す
ゑ
ぞ
ひ
さ
し
き　
　
　
　
　

仲
昌

と
あ
る
。
こ
の
百
韻
は
、
応
永
三
十（
一
四
二
三
）年
十
一
月
十
三
日
に
、
熱

田
神
宮
の
社
官
・
寺
僧
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
熱
田
神
宮
へ
の

法
楽
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
挙
句
に
詠
ま
れ
る
「
大
宮
司
」
は
神

職
の
長
で
あ
り
、
具
体
的
な
人
物
を
連
衆
が
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
が

（
仲
昌
か
ら
の
挨
拶
）、
や
は
り
こ
こ
は
そ
れ
を
包
含
す
る
熱
田
神
宮
全
体
へ

の
祝
意
を
挙
句
で
連
衆
全
員
に
共
有
し
、
神
へ
の
法
楽
と
し
た
、
と
見
る
。

前
節
で
見
た
宗
祇
独
吟
の
『
三
島
千
句
』
の
最
後
（
第
十
百
韻
の
後
の
追

加
・
二
二
番
句
（
最
終
句
））
は
、「
仰
ぎ
み
し
ま
の
朱
の
玉
垣
」
と
い
う
句

で
満
尾
し
て
い
る
。「
仰
ぎ
見
（
る
）」
を
掛
詞
に
し
て
尊
崇
の
意
と
し
、
三

島
社
の
玉
垣
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

祝
意
を
詠
む
と
い
う
内
容
的
制
約
が
あ
り
（
花
の
句
が
挙
句
近
く
に
詠
ま

れ
て
春
季
を
詠
む
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
）、
挙
句
の
表
現
は
、
の

ど
か
な
春
の
形
象
、
治
世
、
言
の
葉
の
道
等
、
画
一
的
な
も
の
と
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
千
句
の
中
の
挙
句
に
見
ら

れ
る
「
家
々
の
風
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

「
仰
げ
木
高
き
家
々
の
風
」（
初
瀬
千
句
・
第
一
百
韻
・
挙
句
・
専
順
）、

「
聞
け
ば
治
ま
る
家
々
の
風
」（
葉
守
千
句
・
第
三
百
韻
・
挙
句
・
恵
林
）、

「
誉
れ
あ
る
こ
そ
家
々
の
風
」（
高
俊
興
行
花
千
句
・
第
二
百
韻
・
挙
句
・
守

世
）
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る）

11
（

。

家
ご
と
に
多
様
な
家
風
が
あ
り
、
そ
の
多
く
の
家
々
が
そ
れ
ぞ
れ
繁
栄
す

る
、
と
い
う
の
は
祝
意
の
在
り
方
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。
連
歌
に
参
加
し

て
い
る
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
を
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
し
つ
つ
、

範
囲
を
限
定
し
な
い
普
く
行
き
渡
る
祝
言
と
し
た
も
の
と
見
え
る
。
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こ
こ
ま
で
、
挙
句
に
見
ら
れ
る
祝
意
の
表
現
を
見
て
き
た
。
連
歌
で
は
前

句
か
ら
の
連
想
に
よ
っ
て
句
を
連
ね
て
い
く
た
め
、
そ
の
大
部
分
は
連
歌
を

詠
ん
で
い
る
人
々
の
現
実
・
現
在
の
状
況
と
は
関
わ
り
の
な
い
虚
構
の
内
容

で
あ
る
。
そ
の
連
歌
内
の
虚
構
の
世
界
と
連
歌
の
場
の
接
続
に
お
い
て
、
挙

句
で
は
発
句
と
同
様
、
歌
枕
や
場
に
関
連
す
る
詞
、
連
歌
会
の
目
的
に
合
致

す
る
素
材
、
連
衆
に
関
係
す
る
素
材
を
詠
み
込
む
こ
と
が
有
効
に
機
能
し
て

い
た
。
連
歌
の
完
成
に
向
け
て
連
歌
の
場
・
目
的
へ
と
意
識
を
戻
し
、
当

地
・
当
座
・
連
衆
の
人
々
・
法
楽
の
対
象
を
言
祝
い
で
い
る
。
挙
句
は
百
韻

を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、
座
全
体
へ
の
挨
拶
、
祝
言
と
な
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、
平
句
に
見
え
る
「
挨
拶
」

先
述
し
た
よ
う
に
、
連
歌
の
発
句
・
脇
句
・
挙
句
を
除
く
普
通
の
句
、
平

句
で
は
、
基
本
的
に
連
衆
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
内
容
の
句
が
詠
ま
れ
る
。

連
衆
は
、
前
の
句
か
ら
連
想
さ
れ
る
も
の
を
句
に
詠
み
、
別
の
人
が
ま
た
そ

こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
も
の
を
次
の
句
に
詠
み
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て

い
く
。
つ
ま
り
発
句
や
挙
句
で
見
た
、
亭
主
（
主
催
者
）
を
称
揚
す
る
よ
う

な
挨
拶
句
や
、
当
座
の
景
の
句
ば
か
り
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、

和
歌
的
世
界
観
に
立
脚
し
た
虚
構
性
の
高
い
句
が
繋
げ
ら
れ
て
い
く
。

し
か
し
、
句
作
者
の
意
識
が
全
く
反
映
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

そ
の
意
識
の
方
向
性
と
、
そ
れ
を
反
映
し
た
表
現
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
連
歌
の
場
（
当
座
）
に
関
係
す
る
名
所
や
景
物
が
詠
ま
れ
る
例
を

挙
げ
る
。『
因
幡
千
句）

11
（

』
の
第
十
百
韻
・
五
四
か
ら
五
八
番
句
に
は
、

変
は
ら
ぬ
色
の
鶴
の
毛
衣　
　
　
　
　
　
　

専
順

席
田
や
又
こ
の
比
と
か
へ
す
日
に　
　
　
　

承
世

雲
ぞ
因
幡
の
山
に
霞
め
る　
　
　
　
　
　
　

青
陽

今
年
な
を
国
の
治
ま
る
春
は
来
て　
　
　
　

専
順

民
も
豊
か
に
な
が
く
つ
か
へ
よ　
　
　
　
　

慶
珍

と
あ
る
。
文
明
七
（
一
四
七
五
）
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
美
濃
国
因
幡
で

張
行
さ
れ
た
千
句
で
、
連
歌
の
場
で
あ
る
美
濃
の
歌
枕
や
、
関
連
す
る
素
材

を
千
句
の
中
で
何
度
も
詠
み
込
ん
で
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
引
用
し
た
部
分
で
も
、
和
歌
に
「
君
が
代
は
幾
万
代
か
重
ぬ
べ
き
伊

津
貫
川
の
鶴
の
毛
衣
」（
金
葉
和
歌
集
・
賀
・
三
二
三
・
藤
原
道
経
）
と
美

濃
国
の
歌
枕
で
あ
る
伊
津
貫
川
と
共
に
詠
ま
れ
る
「
鶴
の
毛
衣
」、
催
馬
楽

『
席
田
（
む
し
ろ
だ
）』
に
「
席
田
の 

席
田
の 

伊
津
貫
川
に
や 

住
む
鶴
の 

住

む
鶴
の 

千
歳
を
か
ね
て
ぞ
遊
び
あ
へ
る 

千
歳
を
か
ね
て
ぞ
遊
び
あ
へ
る
」

と
詠
ま
れ
る
「
席
田
」、
美
濃
の
「
因
幡
の
山
」
を
詠
み
連
ね
て
い
る
。

専
順
は
応
仁
の
乱
後
、
戦
乱
を
避
け
て
美
濃
国
に
下
り
、
文
明
八
年
三
月

に
没
す
る
ま
で
斎
藤
妙
椿
の
庇
護
の
も
と
過
ご
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
国
の
治
ま
る
春
」に
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
乱
へ
の
意
識
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ

で
は
前
の
句
の
流
れ
を
受
け
て
特
に
当
地
、
美
濃
国
の
平
和
を
詠
み
、
次
句

も
そ
の
祝
意
を
継
承
し
て
い
る
。
連
歌
の
場
と
関
連
す
る
も
の
が
詠
み
込
ま

れ
、
そ
の
場
自
体
を
言
祝
ぐ
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
。
句
の
作
者
を
見
て
も
、

専
順
ひ
と
り
の
手
柄
で
は
な
く
、
連
衆
が
共
同
で
美
濃
国
に
関
連
す
る
句
材

を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
為
政
者
の
徳
を
讃
え
、
そ
の
恵
み
が
あ
ま

ね
く
世
に
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
す
る
の
は
連
歌
に
限
ら
ず
賀
の
歌
等
に
も
よ
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く
見
ら
れ
る
構
図
だ
が
、
当
地
の
名
所
・
歌
枕
、
そ
れ
に
関
連
す
る
素
材
を

詠
み
込
ん
で
美
濃
国
を
言
祝
ぎ
、
そ
れ
と
同
様
の
効
果
を
発
揮
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
挙
句
だ
け
で
は
な
く
、
平
句
で
も
当
座
の
人
々
の
心
が
一
体

と
な
る
よ
う
な
祝
意
を
持
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
た
。
歌
枕
の
例
を
見
た
が
、

連
歌
の
中
に
見
え
る
単
な
る
「
山
」
や
「
川
」
で
あ
っ
て
も
、
当
座
で
は
当

地
の
山
・
川
を
想
起
し
て
連
衆
が
興
趣
を
感
じ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
当
座
性
・
そ
こ
か
ら
生
じ
る
挨
拶
性
は
、
連

歌
と
い
う
も
の
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

類
似
の
構
図
と
し
て
は
、
先
に
発
句
・
挙
句
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
法
楽

連
歌
で
そ
の
神
に
関
連
す
る
素
材
を
詠
む
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
句

に
は
「
神
」
と
だ
け
詠
ま
れ
て
い
て
も
、
法
楽
連
歌
で
特
定
の
神
を
指
し
た

も
の
な
ら
ば
当
座
で
は
当
然
理
解
さ
れ
た
だ
ろ
う
し
、「
梅
」
と
天
神
・「
松
」

と
住
吉
の
結
び
つ
き
な
ど
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
、
例
え
ば
追
善
の
連
歌
で
死
者
に
関
わ
り
の

あ
る
素
材
を
平
句
に
詠
み
込
む
（
生
前
の
様
子
を
知
っ
て
い
る
連
衆
ば
か
り

が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
共
通
の
知
識
・
理
解
が
あ
る
）
な
ど
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
当
座
以
外
で
は
同
時
代
の
人
で
も
そ
の
連
歌
で
詠
ま
れ
た
素
材
の

連
想
の
基
盤
は
把
握
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
平
句
に
も
そ
の
よ
う

な
当
座
で
意
味
を
持
つ
表
現
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
が
、
そ

れ
を
完
成
し
た
連
歌
の
中
か
ら
座
に
加
わ
っ
て
い
な
い
人
が
見
つ
け
る
の
は

至
難
の
業
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
句
に
詠
ま
れ
た
心
情
表
現
に
、
句
作
者
の
心
情
が
ど
の
く
ら
い

含
ま
れ
る
も
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
繋
が
る
。
題
詠
の
和
歌
と
同
様
、
自

身
の
心
情
の
吐
露
を
連
歌
の
句
で
行
う
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。
し
か
し
、

次
の
よ
う
な
句
は
、
述
懐
句
に
句
作
者
自
身
の
述
懐
も
乗
せ
た
よ
う
に
見
え

る
。『
湯
山
三
吟
百
韻）

11
（

』
の
五
一
・
五
二
番
句
を
挙
げ
る
。

和
歌
の
浦
や
磯
が
く
れ
つ
つ
迷
ふ
身
に 

宗
祇

満
ち
く
る
潮
や
人
慕
ふ
ら
ん 

 

肖
柏

宗
祇
の
詠
む
、
和
歌
の
浦
で
磯
隠
れ
し
な
が
ら
迷
っ
て
い
る
、
と
い
う
句
は
、

宗
祇
が
和
歌
の
道
に
迷
う
我
が
身
の
述
懐
を
詠
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
に
肖
柏
は
、
満
ち
来
る
潮
の
よ
う
に
人
が
慕
う
の
で
し
ょ
う
、
と
付
け

て
、
宗
祇
の
述
懐
へ
の
応
答
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
遣
い
も
一
種
の

「
挨
拶
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
じ
く
述
懐
句
を
取
り
成
し
た
例
と
し
て
、『
牡
丹
花
宗
碩
両
吟
百
韻

）
11
（

』
の

六
七
か
ら
六
九
番
句
を
挙
げ
る
。

の
ど
け
き
も
身
は
入
相
の
鐘
の
声　
　

花

ひ
と
り
涙
を
落
と
す
山
里　
　
　
　
　

同

な
ら
ふ
ら
ん
嶺
越
す
風
も
旅
枕　
　
　

碩

山
里
で
独
り
涙
を
流
し
て
い
る
、
と
い
う
肖
柏（
牡
丹
花
）の
述
懐
句
を
、
宗

碩
は
旅
の
句
に
転
換
さ
せ
て
い
る
。
六
七
・
六
八
番
句
の
、
山
里
で
感
じ
る

老
い
と
孤
独
を
詠
む
付
合
は
、
当
時
七
十
歳
の
肖
柏
自
身
の
心
情
を
投
影
し

た
も
の
と
も
見
え
る
が
、
三
十
歳
近
く
若
い
宗
碩
が
、
肖
柏
の
述
懐
に
つ
い

て
直
接
慰
撫
す
る
よ
う
な
句
を
付
け
る
の
で
は
な
く
、
風
を
寄
り
添
わ
せ
、

旅
中
の
別
の
主
体
が
旅
の
つ
ら
さ
を
思
う
句
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
る
点
が
六

九
番
句
の
優
れ
た
付
様
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
成
し
も
、
句
を
付
け

て
い
く
上
で
の
眼
目
の
一
つ
で
あ
る
。
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連
歌
で
自
身
の
こ
と
を
句
に
詠
む
こ
と
は
原
則
し
な
い
と
書
い
た
が
、
禁

止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
句
の
作
者
と
句
の
内
容
が
結
び
つ
い
た
時

に
は
、
そ
の
句
に
次
に
ど
の
よ
う
に
句
を
付
け
る
か
が
問
わ
れ
る
。
述
懐
句

で
は
、
句
作
者
の
年
齢
や
そ
の
当
時
の
状
況
を
傍
証
と
し
て
、
自
身
の
述
懐

も
重
ね
て
表
現
し
た
も
の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
の
題
材
に
つ
い
て
は
、
各
連
衆
の
心
情
や
経
験
、
知
識
に
ど
の
よ
う

に
基
づ
い
た
も
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
個
別
の
事
情

や
そ
れ
を
受
け
た
表
現
に
つ
い
て
、
句
を
見
て
そ
こ
か
ら
窺
い
知
る
の
は
困

難
で
あ
る
。
た
だ
、
連
歌
が
詠
ま
れ
る
場
で
は
、
そ
の
よ
う
な
自
身
へ
の
内

省
、
他
者
へ
の
配
慮
も
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

究
極
的
に
は
、
他
の
連
衆
の
句
に
付
句
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
座
に
お

け
る
挨
拶
性
を
持
つ
。
自
身
の
句
を
う
ま
く
付
け
る
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
当
座
で
価
値
を
持
つ
が
、
前
句
を
取
り
成
す
際
に
は
前
に
句
を
詠
ん
だ

作
者
へ
の
心
遣
い
、
挨
拶
が
必
須
で
あ
り
、
ま
た
自
身
が
詠
ん
だ
句
を
他
者

が
予
期
し
な
い
方
向
に
転
換
さ
せ
て
句
を
付
け
た
、
と
い
う
の
も
意
義
・
興

趣
を
感
じ
る
瞬
間
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
交
歓
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、
連

歌
は
完
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
連
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
挨
拶
性
を
持
つ
表
現
に
つ
い
て
見
て

き
た
。
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
連
歌
の
句
は
詠
ま
れ
、
そ
れ
に
次
の
句
が
付

け
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
「
挨
拶
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
連
歌
内
の
時
空
と
連
歌
が
行
わ
れ
て
い
る
現
実
世
界
は
完
全
に
切
り

離
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
作
品
の
そ
こ
こ
こ
に
、
そ
の
片
鱗
を
覗
か
せ
る
。

連
歌
の
規
定
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
発
句
に
「
挨
拶
」

を
詠
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
儀
礼
的
な
振
る
舞
い
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
調
と
し

て
連
歌
全
体
を
満
尾
ま
で
推
し
進
め
て
い
く
。
一
句
一
句
の
句
境
は
変
化
と

転
換
を
中
心
と
し
、
座
全
体
が
共
同
で
積
み
重
ね
て
い
く
時
空
は
交
感
を
常

に
必
要
と
す
る
。
そ
の
中
で
、連
歌
の
完
成
に
向
け
た
原
動
力
の
一
つ
が
、こ

こ
で
「
挨
拶
」
と
し
て
見
て
き
た
よ
う
な
、
発
句
か
ら
挙
句
に
至
る
間
に
散

見
さ
れ
る
様
々
な
句
の
働
き
（
前
句
へ
の
応
答
的
な
付
合
、
当
座
に
関
わ
る

素
材
の
機
能
、
心
情
の
吐
露
へ
の
い
た
わ
り
）
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。
連
歌

を
完
成
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
座
の
人
々
の
結
び
つ
き
や
、
神
仏

と
の
結
び
つ
き
を
保
証
す
る
こ
と
に
直
結
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
一
句

一
句
の
中
に
句
作
者
の
工
夫
や
心
遣
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注※ 

和
歌
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
拠
る
。
引
用
に
あ
た

り
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
他
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
1
）　
「
連
歌
の
性
格
（
上
）」（『
中
世
文
学
論
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
）

第
四
章
第
一
節
所
収
、
初
出
：
『
語
文
』
五
輯
、
一
九
五
二
年
四
月
）。

（
2
）　
「
芸
能
性
と
文
芸
性
と
」（『
島
津
忠
夫
著
作
集
』
第
二
巻 

連
歌
（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
三
年
）
第
一
章
、
初
出
：
「
芸
能
史
研
究
」
七
号
、
一
九
六
四
年
十

月
）。

（
（
）　
「
連
歌
の
注
釈
と
い
う
こ
と
」（『
島
津
忠
夫
著
作
集
』
第
二
巻 

連
歌
（
和
泉

書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
第
六
章
）。

（
4
）　

普
及
版
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。
草
間
時
彦
執
筆
。

4（



（
（
）　
『
俳
句
と
は
何
か
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、K

A
D

O
K

A
W

A

、
二
〇
〇
〇

年
）
所
収
（『
俳
句
芸
術
』
一
輯
、
桃
蹊
書
房
、
一
九
四
八
年
七
月
）。

（
6
）　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集 

能
楽
論
集 

俳
論
集
』（
伊
地
知
鐵
男
・

表
章
・
栗
山
理
一
校
注
、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
）
に
拠
る
。

（
（
）　
「
連
歌
発
句
で
当
季
を
詠
む
と
い
う
こ
と
―
十
二
月
題
と
い
う
当
座
性
―
」

（『
連
歌
と
い
う
文
芸
と
そ
の
周
辺
―
連
歌
・
俳
諧
・
和
歌
論
―
』（
新
典
社
、

二
〇
一
八
年
）
第
三
章
・
二
）。

（
（
）　
「
発
句
論
―
1（
世
紀
前
半
ま
で
の
発
句
の
変
遷
に
つ
い
て
―
」（『
聖
徳
大
学

研
究
紀
要
』
三
一
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
（
）　

発
句
を
客
人
が
、
脇
句
を
亭
主
が
詠
む
と
い
う
連
歌
会
で
の
作
法
を
指
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
句
を
詠
む
際
の
心
構
え
と
し
て
連
歌
論
等
で
用
い
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
。「
客
発
句
亭
主
脇
」
と
も
。

（
10
）　
「
連
歌
と
神
祇
」（『
連
歌
文
芸
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）第
Ⅰ
部
第

六
章
所
収
、
初
出
：
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
七
五
巻
一
二
号
、
二
〇
一
〇

年
一
二
月
）。

（
11
）　

金
子
金
治
郎
編
『
連
歌
古
注
釈
集
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
に
拠
る
。

『
愚
句
老
葉
』で
は
宗
祇
の
自
注
に
宗
長
の
注
釈
も
併
記
し
て
い
る
が
割
愛
し
た
。

（
12
）　

人
物
比
定
に
つ
い
て
は
、
金
子
金
治
郎
『
新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
』（
風
間

書
房
、
一
九
六
九
年
）、
廣
木
一
人
『
連
歌
師
と
い
う
旅
人　

宗
祇
越
後
府
中

へ
の
旅
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
ま
た
、「
咲
く
藤
に
」
句
に

つ
い
て
は
、
橋
本
雄
「
宗
祇
旧
知
の
入
明
僧
「
吉
祥
院
」
と
は
誰
か
」（
芳
澤

元
編
『
室
町
文
化
の
座
標
軸　

遣
明
船
時
代
の
列
島
と
文
事
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
一
年
）
注
（4
に
言
及
が
あ
る
。

（
1（
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』（
伊
藤
敬
他
校
注
、
小
学

館
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
る
。

（
14
）　
『
群
書
類
従
』
第
十
八
輯
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
八
年
）
に
拠
る
。

（
1（
）　

当
該
百
韻
の
詠
作
事
情
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
連
歌
作
品
と
古
注
釈
の
成
立

に
つ
い
て
―
天
文
年
間
の
宗
牧
注
を
起
点
と
し
て
―
」（『
明
星
大
学
研
究
紀

要
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
』
二
八
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
で
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。

（
16
）　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
連
歌
集
』（
島
津
忠
夫
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
七
九

年
）
に
拠
る
。

（
1（
）　

注
16
前
掲
書
に
拠
る
。

（
1（
）　

桂
宮
本
叢
書
第
十
八
巻『
連
歌
一
』（
養
徳
社
、
一
九
五
五
年
）に
拠
る
。
宗

牧
の
注
釈
は
割
愛
し
た
。
詠
作
事
情
に
つ
い
て
は
注
1（
前
掲
論
文
参
照
。

（
1（
）　

金
子
金
治
郎
『
連
歌
古
注
釈
の
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
拠
る
。

（
20
）　

注
16
前
掲
書
に
拠
る
。

（
21
）　

注
16
前
掲
書
に
拠
る
。

（
22
）　
『
連
歌
大
観
』
第
四
巻
（
廣
木
一
人
・
松
本
麻
子
編
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

二
〇
二
三
年
）
に
拠
る
。「
家
々
」
と
「
家
の
風
」
を
合
わ
せ
た
表
現
で
、
正

徹
の
『
草
根
集
』
に
「
家
家
の
風
は
あ
れ
ど
も
君
が
代
の
塵
治
ま
れ
る
時
ぞ
か

し
こ
き
」
と
あ
る
以
外
、
先
行
す
る
和
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
。「
い
や

栄
へ
ゆ
く
家
々
の
客
（
天
理
図
書
館
本
傍
注
：
風
）」（
熊
野
千
句
・
第
六
百

韻
・
挙
句
・
心
敬
）
も
内
容
か
ら
考
え
る
と
「
風
」
が
適
当
か
。

（
2（
）　

注
22
前
掲
書
に
拠
る
。
当
該
部
分
に
つ
い
て
、稿
者
執
筆
の
同
書
解
題
で
も

取
り
上
げ
て
い
る
。

（
24
）　

注
16
前
掲
書
に
拠
る
。

（
2（
）　

注
1（
前
掲
書
に
拠
る
。

付
記

　

本
稿
は
二
〇
二
四
年
一
月
六
日
開
催
の
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
講
演
に

基
づ
く
。
席
上
及
び
事
後
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
あ
さ
い
・
み
ほ　

本
学
准
教
授
）

（0


