
二
人
以
上
、
複
数
の
作
者
た
ち
が
交
互
に
作
品
を
続
け
て
完
成
さ
せ
る
連
歌

は
、
日
本
の
中
世
社
会
に
お
い
て
高
度
に
発
達
し
て
、
時
代
を
代
表
す
る
文
学

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
近
世
に
入
っ
て
、
そ
の
大
衆
普
及
型
と
も
い
う
べ
き
俳

諧
（
連
句
と
通
称
さ
れ
る
）
に
押
さ
れ
て
衰
え
る
。
近
代
の
明
治
中
期
か
ら
は

連
歌
俳
諧
と
も
に
、
日
常
的
に
は
制
作
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

現
在
、
日
本
古
典
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
類
に
お
い
て
、
連
歌
に
は
一
冊

が
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
巻
の
売
れ
ゆ
き
は
、
お
そ
ら
く

は
か
ば
か
し
い
も
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
大
衆
こ
ぞ
っ
て
連
歌
に
熱
中
し
た

中
世
の
状
況
と
は
お
お
い
に
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

私
自
身
が
、
こ
う
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
連
歌
関
係
書
の
執
筆
者
の
ひ
と
り

で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
言
う
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
状
況
を
打
破
で
き

な
い
で
い
る
原
因
は
、
連
歌
研
究
者
の
側
に
も
あ
る
。
連
歌
は
文
芸
作
品
で
あ

る
が
、
そ
の
反
面
で
、
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
従
っ

て
言
葉
を
選
び
だ
し
組
み
立
て
る
と
い
う
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
性
格
も
持
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
連
歌
研
究
者
、
連
歌
解
説
書
の
執
筆
者
が
、
そ
の
ル
ー
ル
を

知
悉
し
て
い
る
と
は
、
と
う
て
い
言
い
が
た
い
。

ル
ー
ル
を
知
ら
な
い
解
説
者
が
ゲ
ー
ム
を
「
解
説
」
し
た
と
し
て
、
そ
の
説

明
は
、
面
白
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
先
ず
、
ル
ー
ル
を
明
確
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
て
、
私
は
先
年
、「
連
歌
新
式
の
世
界
」
を
発
表
し
た

（「
国
語
国
文
」
一
九
九
六
年
五
月
号
）。
そ
こ
に
お
い
て
私
は
、
こ
の
「
網
の
目

の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
ル
ー
ル
」
の
姿
を
図
示
す
る
こ
と
に
、
ほ
ぼ
成

功
し
た
と
考
え
て
い
る
。

発
表
以
降
の
十
年
に
お
い
て
、
こ
の
ル
ー
ル
図
に
基
づ
い
て
連
歌
を
理
解
す

る
試
み
は
次
第
に
ひ
ろ
が
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
日
本

の
各
地
で
再
興
し
た
連
歌
制
作
の
現
場
で
も
、
ほ
ぼ
、
こ
の
ル
ー
ル
図
が
参
照

さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
ル
ー
ル
図
の
中
心
部
分
を
掲
載
す
る
（
図
１
）。

連
歌
の
「
詠
み
方
」
と
「
読
み
方
」

宗
祇
一
座
『
水
無
瀬
三
吟
』『
湯
山
三
吟
』
を
矩
と
し
て

光

田

和

伸
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こ
の
図
は
十
四
世
紀
半
ば
に
二
條
良
基
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
数

度
に
わ
た
っ
て
改
訂
増
補
さ
れ
た
「
連
歌
新
式
」
の
ル
ー
ル
を
解
析
し
て
、
図

示
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
連
歌
新
式
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
は
連
歌
の
ル
ー
ル
の
基
本
を
「
部
立
て
」

「
句
数
」「
句
去
り
」
の
三
本
立
て
と
す
る
。「
部
立
て
」
は
使
用
素
材
の
分
類

で
あ
り
、
自
然
と
人
事
を
十
七
に
分
類
し
、
こ
れ
ら
を
胎
蔵
界
曼
陀
羅
型
に
配

置
し
、
自
然
と
人
事
と
を
照
応
さ
せ
る
。「
句
数
」
は
素
材
ご
と
に
定
め
る
、

連
続
使
用
可
能
数
で
あ
っ
て
、「
部
立
て
」
の
十
七
素
材
を
中
心
に
、
四
季
四

を
加
え
て
、
こ
れ
を
金
剛
界
曼
陀
羅
型
に
再
構
成
す
る
。

こ
の
、「
部
立
て
」「
句
数
」
に
お
い
て
配
置
さ
れ
る
素
材
語
彙
が
、
そ
れ
ぞ

れ
胎
蔵
界
、
金
剛
界
の
両
界
曼
陀
羅
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
世
の
素
材
、「
も
の
」
は
、
無
秩
序
に
こ
ろ
が
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。「
も
の
」
す
な
わ
ち
「
こ
と
ば
」
は
、
大
日
如
来
と
い
う

仏
を
中
心
と
す
る
世
界
秩
序
か
ら
授
か
っ
て
、
表
現
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
だ
。

も
と
よ
り
、
中
世
で
は
「
神
」
も
仏
の
あ
ら
わ
れ
方
の
一
つ
で
あ
る
。

「
部
立
て
」
に
お
い
て
は
、
天
然
界
と
人
間
界
と
が
照
応
し
て
い
る
と
い
う
考

え
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ひ
と
の
生
活
と
心
は
、
す
べ
て
宇
宙

の
反
映
で
あ
っ
て
、
ひ
と
は
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

連
歌
作
品
は
懐
紙
に
独
特
の
形
式
で
記
録
さ
れ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
図
を
懐
紙

に
取
り
入
れ
て
、
図
２
、
図
３
の
よ
う
な
連
歌
の
解
析
シ
ー
ト
を
作
る
こ
と
が

理
解
の
基
本
と
な
る
。
例
は
「
水
無
瀬
三
吟
」「
湯
山
三
吟
」
初
折
で
あ
る
。

【
①
②
光
物
・
時
分
】
と
【

神
祇
・
釈
教
】
は
互
い
に
照
応
す
る
。
同
じ

よ
う
に
、【
③
④
聳
物
・
降
物
】
と
【

恋
・
述
懐
】、【
⑤
⑥
山
類
・
水
辺
】

と
【

旅
・
名
所
】、【
⑦
⑧
動
物
・
植
物
】
と
【
⑩

居
所
・
衣
装
】
は
、

そ
れ
ぞ
れ
照
応
す
る
素
材
で
あ
る
。
ひ
と
の
心
の
内
と
外
と
は
、
つ
ね
に
照
応

し
て
い
る
。
連
歌
は
、
こ
の
考
え
方
を
基
本
に
、
自
在
に
心
の
内
と
外
と
を
行

き
来
し
、
ま
た
他
者
と
自
己
の
心
を
往
復
す
る
文
芸
な
の
で
あ
る
。

正
岡
子
規
は
か
つ
て
、
連
歌
俳
諧
に
は
統
一
す
る
主
題
が
存
在
し
な
い
と
断

じ
て
、
し
た
が
っ
て
連
歌
俳
諧
は
新
時
代
の
文
学
た
る
に
値
し
な
い
と
い
う
趣

旨
の
発
言
を
し
た
。
し
か
し
、
世
界
の
統
一
と
調
和
を
信
頼
し
、
互
い
の
心
に

自
在
に
出
入
り
し
て
、
心
と
心
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
あ
う
こ
と
こ
そ
、
連
歌

形
式
の
文
芸
の
「
統
一
主
題
」
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、【
③
④
聳
物
・
降
物
】
と
【

恋
・
述
懐
】
と
が
照
応
し
あ

う
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
水
無
瀬
三
吟
」「
湯
山
三
吟
」
と
も
に

【

恋
・
述
懐
】
を
素
材
と
し
て
扱
う
句
の
前
後
に
は
、
極
め
て
高
い
確
率

で
、【
③
④
聳
物
・
降
物
】
を
素
材
と
す
る
句
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ゲ
ー
ム
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、【
③
④
聳
物
・
降
物
】
を
素
材
と
す
る

句
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
、【

恋
・
述
懐
】
の
句
へ
の
誘
い
で
あ
る
。
ま
た

【

恋
・
述
懐
】
の
句
の
シ
リ
ー
ズ
を
終
わ
り
は
【
③
④
聳
物
・
降
物
】
の

句
を
だ
せ
ば
、
一
同
み
な
、
心
や
す
ら
か
に
納
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
雨
・
雪
・
霧
・
煙
」
と
「
恋
・
つ
ら
さ
」
と
の
照
応
は
「
雨
の
慕
情
」「
な
ご

り
雪
」「
夜
霧
の
し
の
び
逢
い
」
な
ど
、
現
代
の
歌
謡
に
も
見
ら
れ
る
。

142



図
２

図
３

143

連歌の「詠み方」と「読み方」



こ
こ
ま
で
は
、
素
材
の
分
析
か
ら
宗
祇
連
歌
を
見
て
き
た
。
素
材
の
む
ら
の

な
い
分
散
と
そ
の
配
置
の
調
和
が
、
宗
祇
連
歌
の
特
色
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
の
句
に
ど
の
よ
う
な
素
材
を
扱
う
か
は
、
熟
達
し
た
作
者
た
ち
に
は
、
ほ
ぼ

見
通
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
、
一
流
の
棋
士
た
ち
に
は
何
十
手
先

ま
で
も
読
め
て
い
る
こ
と
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
偶
然
の
一
致
で
は

な
く
て
、
そ
も
そ
も
十
三
世
紀
半
ば
に
連
歌
本
式
と
い
う
新
ル
ー
ル
が
成
立
す

る
に
あ
た
り
、
よ
り
前
代
の
賦
物
連
歌
の
ル
ー
ル
に
、
将
棋
の
ル
ー
ル
を
援
用

し
て
新
ル
ー
ル
を
工
夫
し
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
ま
た
、
先
に
「
網
の

目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
ル
ー
ル
」
が
連
歌
の
特
徴
で
あ
る
と
書
い
た

際
に
、
茶
の
湯
を
連
想
し
た
読
者
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
偶
然
の

一
致
で
は
な
く
、
十
四
世
紀
半
ば
に
連
歌
新
式
に
よ
っ
て
完
成
し
た
連
歌
の
シ

ス
テ
ム
を
ほ
ぼ
二
百
年
遅
れ
で
茶
の
湯
が
受
け
継
い
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

初
期
の
有
力
茶
人
は
み
な
連
歌
師
な
い
し
連
歌
の
数
寄
者
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

だ
が
、
こ
う
し
て
、
素
材
に
基
づ
く
連
歌
の
ル
ー
ル
を
再
建
し
、
こ
れ
に
従

っ
て
宗
祇
た
ち
の
連
歌
を
読
み
解
い
て
い
る
と
、
ど
う
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
る
と
い
う
気
持
ち
が
強
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
、
多
方
面
か
ら
「
こ
の

ル
ー
ル
に
従
っ
て
連
歌
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
見
て
く
だ
さ
い
」
と
持
っ
て
来

ら
れ
る
現
代
の
連
歌
作
品
を
読
ま
せ
て
も
ら
う
と
、
そ
れ
は
宗
祇
の
連
歌
と
は

遠
く
は
な
れ
た
、
ま
る
で
別
物
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
も
ち
ろ
ん
古
典
の
造

詣
の
不
足
と
か
、
古
語
へ
の
熟
達
が
足
り
な
い
と
い
う
要
素
は
仕
方
が
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
圧
倒
的
に
、
現
代
の
連

図
４
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歌
は
宗
祇
の
連
歌
と
は
「
別
物
」
な
の
で
あ
る
。
似
て
も
似
つ
か
な
い
、
と
い

う
印
象
さ
え
受
け
る
。
こ
れ
は
、
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
と
き
、
現
代
の
連
歌
に
は
、「
疑
い
の
表
現
」
や
「
打
消
（
否
定
）
の

表
現
」
が
極
め
て
稀
に
し
か
現
れ
な
い
こ
と
に
私
は
気
づ
い
た
。
連
歌
は
対
話

で
進
行
す
る
は
ず
な
の
だ
が
、
現
代
の
日
本
人
は
、
相
手
の
言
う
こ
と
に
疑
問

や
否
定
を
表
明
す
る
こ
と
が
苦
手
で
、
相
手
の
話
の
腰
を
折
る
こ
と
を
避
け
よ

う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
Ａ
の
作
者
の
主
張
に
Ｂ
の
作
者
の
主
張
が
重
ね
ら
れ
、

そ
の
ど
れ
も
が
、
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
嚙
み
合
う
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
言
い
っ

ぱ
な
し
で
先
へ
進
ん
で
ゆ
く
と
い
う
現
象
が
お
こ
る
。
宗
祇
の
連
歌
で
は
疑
い

や
打
消
の
表
現
が
極
め
て
多
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
対
話
が
深
め
ら
れ
て
次
の
世

界
が
見
え
て
く
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
両
者
は
、
根
本
の
精
神
が
異

な
っ
て
い
る
。

句
材
（
句
を
構
成
す
る
素
材
）
分
析
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
る
。
句
法
（
句
の
仕

立
て
方
）
の
分
析
も
併
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
宗

祇
連
歌
に
特
徴
的
と
思
わ
れ
る
次
の
句
法
を
抜
き
出
し
て
項
目
化
し
た
。【
○

推
量
□
意
志
】【
○
願
望
□
誂
え
】【
○
命
令
■
禁
止
】【
●
疑
い
□
詠
嘆
】【
●

打
消
■
な
し
】【
●
限
定
■
条
件
】。
○
□
は
「
陽
」、
●
■
は
「
陰
」
を
示
す

色
分
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
憂
し
、
辛
し
」
な
ど
を
【
陰
影
語
彙
】
と
し
て

項
目
化
し
た
。
陰
影
語
彙
は
宗
祇
連
歌
で
は
頻
出
す
る
要
素
な
の
で
あ
る
が
、

現
代
の
作
品
で
は
出
現
が
稀
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
Ａ
【
○
音
□
匂
△
触
】
の

五
感
、
Ｂ
【
○
時
□
所
△
状
】
の
指
示
語
、
Ｃ
【
○
存
続
□
完
了
△
過
去
】
の

図
５
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時
制
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
（
図
４
、
図
５
）。
過
去
の
助
動

詞
の
「
き
」
は
、
恋
・
述
懐
、
そ
し
て
季
移
り
の
場
合
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
重
い
助
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
の
み

で
表
記
し
て
お
く
。

句
の
仕
立
て
方
の
違
い
に
は
、
こ
の
他
に
も
、
助
詞
の
分
析
か
ら
迫
る
方
法

が
あ
る
。
第
一
に
、
格
助
詞
「
の
・
に
」
と
係
助
詞
「
は
・
も
」
の
対
立
で
あ

る
。
格
助
詞
「
の
・
に
」
を
多
用
す
れ
ば
、
句
は
描
写
的
と
な
り
、
冷
静
な
語

り
の
調
子
に
近
づ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
係
助
詞
「
は
・
も
」
を
多
用
す
れ
ば
、

句
は
主
情
的
と
な
る
。
宗
祇
連
歌
で
は
両
者
の
比
は
六
対
四
前
後
で
あ
る
が
、

現
代
の
連
歌
で
は
、
ほ
ぼ
九
対
一
前
後
で
あ
る
。
ま
た
係
助
詞
【
や
・
か
・

ぞ
・
こ
そ
】、
副
助
詞
【
だ
に
・
す
ら
・
さ
へ
・
の
み
・
な
ど
・
ば
か
り
・
し
】

も
主
情
性
を
強
め
る
語
彙
で
あ
る
。
こ
れ
も
宗
祇
連
歌
で
は
多
用
さ
れ
、
現
代

連
歌
で
は
使
用
が
稀
で
あ
る
。

連
歌
作
品
を
見
る
か
ぎ
り
、
現
代
の
人
間
は
、
宗
祇
た
ち
に
く
ら
べ
て
対
話

の
能
力
に
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
芸
能
の
漫
才
で
は
、「
な
ん

で
や
ね
ん
」（
疑
問
）、「
そ
ん
な
あ
ほ
な
」（
打
消
）、「
そ
ん
な
ら
ナ
ニ
か
」（
条

件
）
な
ど
の
受
け
方
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
転
が
り
、
話
が

ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く
。
対
話
の
方
法
論
は
ま
だ
生
き
て
い
て
、
そ
れ
が
現
代
の
人

間
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
は
な
お
有
効
で
あ
る
の
だ
が
、
文
芸
と
い
う
意
識
で

か
し
こ
ま
っ
て
し
ま
う
と
口
頭
に
の
ぼ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

以
上
の
よ
う
な
、
句
材
、
句
法
の
分
析
を
進
め
て
ゆ
け
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
興

味
深
い
事
実
が
発
見
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
紹
介
し
よ
う
。

雪

一

薄
雪
に
木
の
葉
色
こ
き
山
路
か
な

肖

柏

二

岩
も
と
す
す
き
冬
や
な
ほ
み
ん

宗

長

三

松
む
し
に
さ
そ
は
れ
そ
め
し
宿
出
で
て

宗

祇

四

さ
夜
ふ
け
け
り
な
袖
の
あ
き
風

肖

柏

露

五

露
さ
む
し
月
も
ひ
か
り
や
か
は
る
ら
ん

宗

長

六

お
も
ひ
も
な
れ
ぬ
野
辺
の
行
く
末

宗

祇

七

か
た
ら
ふ
も
は
か
な
の
友
や
た
び
の
空

肖

柏

雲

八

雲
を
し
る
べ
の
み
ね
の
は
る
け
さ

宗

長

一

憂
き
は
た
だ
鳥
を
う
ら
や
む
花
な
れ
や

宗

祇

二

身
を
な
さ
ば
や
の
あ
さ
ゆ
ふ
の
春

肖

柏

雪

三

故
郷
も
の
こ
ら
ず
き
ゆ
る
雪
を
み
て

宗

長

四

世
に
こ
そ
み
ち
は
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ

宗

祇

五

な
に
を
か
は
苔
の
た
も
と
に
恨
み
ま
し

肖

柏

六

す
め
ば
や
ま
が
つ
人
も
た
づ
ぬ
な

宗

長

湯
山
三
吟
の
冒
頭
で
あ
る
。
発
句
の
素
材
は
降
物
の
「
雪
」。
若
い
宗
長
の

付
句
は
、
脇
句
を
し
の
い
だ
あ
と
は
「
露
」（
降
物
）、「
雲
」（
聳
物
）、「
雪
」

（
降
物
）。
す
べ
て
「
雨
か
ん
む
り
」
の
素
材
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
こ

れ
は
発
句
の
印
象
を
い
つ
ま
で
も
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
、
未
練
の
わ
ざ
で
あ
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る
。
緊
張
も
解
け
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
宗
祇
の
、「
世
に
こ
そ
み
ち
は
あ

ら
ま
ほ
し
け
れ
」
に
は
、
つ
い
に
し
び
れ
を
き
ら
し
て
宗
長
を
た
し
な
め
て
い

る
と
い
う
気
息
も
こ
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
宗
長
は
一
喝
を
受

け
て
み
ご
と
に
立
ち
直
っ
て
い
る
。

表

一

薄
雪
に
木
の
葉
色
こ
き
山
路
か
な

肖

柏

□
詠
嘆

二

岩
も
と
す
す
き
冬
や
な
ほ
み
ん

宗

長

●
疑
い

三

松
む
し
に
さ
そ
は
れ
そ
め
し
宿
出
で
て

宗

祇

四

さ
夜
ふ
け
け
り
な
袖
の
あ
き
風

肖

柏

□
詠
嘆

五

露
さ
む
し
月
も
ひ
か
り
や
か
は
る
ら
ん

宗

長

●
疑
い

六

お
も
ひ
も
な
れ
ぬ
野
辺
の
行
く
末

宗

祇

七

か
た
ら
ふ
も
は
か
な
の
友
や
た
び
の
空

肖

柏

□
詠
嘆

八

雲
を
し
る
べ
の
み
ね
の
は
る
け
さ

宗

長

□
詠
嘆

裏

一

憂
き
は
た
だ
鳥
を
う
ら
や
む
花
な
れ
や

宗

祇

●
疑
い

二

身
を
な
さ
ば
や
の
あ
さ
ゆ
ふ
の
春

肖

柏

三

故
郷
も
の
こ
ら
ず
き
ゆ
る
雪
を
み
て

宗

長

四

世
に
こ
そ
み
ち
は
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ

宗

祇

□
詠
嘆

五

な
に
を
か
は
苔
の
た
も
と
に
恨
み
ま
し

肖

柏

●
疑
い

六

す
め
ば
や
ま
が
つ
人
も
た
づ
ぬ
な

宗

長

七

名
も
し
ら
ぬ
草
木
の
も
と
に
跡
し
め
て

宗

祇

八

あ
は
れ
は
月
に
な
ほ
ぞ
そ
ひ
ゆ
く

肖

柏

□
詠
嘆

九

秋
の
夜
も
か
た
る
ま
く
ら
に
明
け
や
せ
ん

宗

長

●
疑
い

十

お
も
ひ
の
露
を
か
け
し
く
や
し
さ

宗

祇

□
詠
嘆

十
一

た
が
な
ら
ぬ
あ
だ
の
た
の
み
を
命
に
て

肖

柏

●
疑
い

十
二

さ
そ
ふ
つ
て
ま
つ
わ
び
人
ぞ
う
き

宗

長

□
詠
嘆

同
じ
く
湯
山
三
吟
の
冒
頭
二
十
句
の
展
開
で
あ
る
。「
係
り
結
び
」
な
ど
の

強
意
表
現
を
「
詠
嘆
」
の
う
ち
に
入
れ
て
分
析
す
る
と
、
疑
い
か
ら
詠
嘆
へ
の

四
句
セ
ッ
ト
を
反
復
し
て
気
分
を
高
揚
さ
せ
て
ゆ
く
さ
ま
が
見
て
と
れ
よ
う
。

「
疑
い
か
ら
詠
嘆
へ
の
螺
旋
回
廊
」
を
三
周
上
昇
し
た
の
ち
、
九
〜
十
二
の

恋
・
述
懐
世
界
へ
入
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
一
転
し
て
「
疑

い
と
詠
嘆
」
を
交
互
に
連
打
し
て
、
そ
の
昻
揚
を
持
続
す
る
展
開
で
あ
る
。

連
歌
の
一
句
の
留
め
方
（
句
末
表
現
）
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
第
一
に
、
現
代
で
「
体
言
留
め
」
と
一
括
さ
れ
る

と
き
の
、
そ
の
「
体
言
」
の
多
様
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
こ
と
」「
と
き
」

な
ど
の
形
式
的
体
言
、「
声
」「
け
は
ひ
」
な
ど
の
手
に
つ
か
み
え
な
い
「
体
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言
」、
そ
し
て
「
よ
ろ
こ
び
」「
さ
び
し
さ
」
な
ど
の
用
言
由
来
の
「
体
言
」

こ
れ
ら
を
、
た
と
え
ば
「
鶯
」「
松
」「
家
」
な
ど
の
純
然
た
る
体
言
（
手

に
つ
か
み
え
る
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
）
と
全
く
同
一
に
扱
う
こ
と
は
、
宗
祇
の

連
歌
を
味
わ
う
上
で
、
ど
う
も
し
っ
く
り
こ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
試
行

錯
誤
の
途
上
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
た
上
で
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら

も
二
分
し
て
、
前
者
を
「
体
言
の
虚
」
と
し
て
□
を
、
そ
し
て
後
者
を
「
体
言

の
実
」
と
し
て
■
を
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
表
示
し
た
方
が
実
態
に
近
い
よ
う

に
思
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
虚
実
の
ど
ち
ら
と
も
い
い
が
た
い
、
両
者
の
中
間
の
「
体

言
」
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
部
立
て
（
句
材
）
の
名
で
い

う
と
、
光
物
（
日
・
月
・
星
）、
時
分
（
朝
・
夕
・
夜
）、
聳
物
（
雲
・
霧
・
霞
）、

降
物
（
雨
・
雪
・
霰
）
に
属
す
る
単
語
で
あ
る
。
仮
に
「
天
上
語
」
と
名
づ
け

て
お
く
が
、
こ
れ
ら
を
更
に
別
立
て
と
す
る
三
分
法
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
今
は
、「
天
上
語
」
の
類
も
「
体
言
の
虚
」
に
含
め
て
表
示
す
る
。

句
末
語
が
用
言
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
意
す
る
。
句
末
が

用
言
の
連
体
形
、
已
然
形
、
命
令
形
で
あ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
十
分
な
余
情
余

韻
が
発
生
す
る
。
従
っ
て
重
い
表
現
と
な
る
。

問
題
は
、
句
末
の
活
用
形
が
終
止
形
ま
た
は
連
用
形
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
そ
の
句
中
に
係
助
詞
ま
た
は
副
助
詞
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る

表
現
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
一
句
全
体
が
主
情
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で

句
の
終
わ
り
方
に
も
一
種
の
重
さ
が
生
じ
て
く
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の

場
合
に
は
、
句
末
語
を

で
表
記
す
る
。

し
か
し
、
句
末
の
用
言
の
活
用
形
が
終
止
形
ま
た
は
連
用
形
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
句
中
に
係
助
詞
ま
た
は
副
助
詞
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
表
現
の
ど

れ
も
含
ま
な
い
場
合
は
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
た
だ
「
終
わ

り
ま
す
」「
続
き
ま
す
」
と
言
い
放
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
あ
ま
り
に
軽
い
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
た
め
に
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
水
無
瀬
三
吟
、
湯
山
三

吟
の
二
百
句
を
通
し
て
、
わ
ず
か
に
四
例
（
宗
祇
一
、
肖
柏
〇
、
宗
長
三
）
し
か

使
わ
れ
な
い
。
解
析
シ
ー
ト
で
は
、
こ
れ
を
句
末
語
△
で
表
記
し
て
あ
る
。

最
後
に
、「
水
無
瀬
三
吟
」（
一
四
八
八
年
）、「
湯
山
三
吟
」（
一
四
九
一
年
）

の
両
三
吟
と
、
こ
れ
に
先
立
つ
二
條
良
基
晩
年
の
名
作
「
石
山
百
韻
」（
一
三

八
五
年
）、
後
年
の
明
智
光
秀
「
愛
宕
山
百
韻
」（
一
五
八
二
年
）
の
解
析
シ
ー

ト
を
付
載
し
て
お
く
。
宗
祇
連
歌
の
特
徴
と
し
て
見
て
き
た
こ
と
が
百
年
ほ
ど

前
の
「
石
山
百
韻
」
に
お
い
て
、
既
に
ど
こ
ま
で
芽
を
ふ
い
て
い
た
か
が
確
認

で
き
る
。
そ
し
て
百
年
ほ
ど
後
の
「
愛
宕
山
百
韻
」
に
お
い
て
は
、「
宗
祇
ら

し
さ
」
が
ど
れ
ほ
ど
衰
滅
に
向
か
っ
て
い
る
か
を
確
認
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
、

付
句
が
前
句
を
受
け
る
、
そ
の
受
け
方
に
お
い
て
、「
疑
い
」
や
「
打
消
」
を

伴
う
パ
タ
ー
ン
が
明
ら
か
に
減
っ
て
い
る
。
陰
影
語
類
の
使
用
も
乏
し
い
。
恋

句
に
な
る
と
、
そ
の
表
現
、
そ
の
句
数
と
も
に
、
そ
そ
く
さ
と
切
り
上
げ
よ
う

と
し
て
い
る
「
恋
下
手
」
の
印
象
も
あ
ら
わ
で
あ
る
。

連
歌
に
お
け
る
「
近
代
」
な
い
し
「
現
代
」
は
、
も
う
、
す
ぐ
そ
こ
に
迫
っ

て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
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