
た
て
花

連
歌
会

・
七
夕
花
合

・
立
阿
弥

の

「花
」
を

め
ぐ

っ
て

小

林

善

帆

たて花

は
じ
め
に

野
に
咲
く
花
あ
る
い
は
庭
先

で
摘
ん
だ
花
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
よ
い
が
、
そ

の
花
を
瓶
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
容
器
に
入
れ
て
、
形
を
整
え
る
よ
う
な
行

為

の
全
て
を

「花
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ

の
最
初

の
様
式
を
備
え
た
も
の
は
、

「し

ん

(心

・
真
)」
「下

草
」
か
ら
構
成

さ

れ
る

「
た

て
花
」
と
よ
ば

れ

る

「花
」
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
、
「た
て
花
」
と
い
う
様
式
は
存
在
し
な
い
。
そ

れ
は

一
つ
に
は
、
十
七
世
紀
初
期
に
成
立
し
た

「真
、
副
、
副
請
、
正
真
、
見

　ユ

　

越
、
流
枝
、
前
置
」
と

い
う
七

つ
の
要
素

(道
具
)
か
ら
構
成
さ
れ
る

「立
花

　
　
　

(り

っ
か
)」
と

い
う
様
式
に
、
取
り
込
ま
れ
て
消
滅
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

「
た
て
花
」
様
式
は
十
五
世
紀
後
期
に
成
立

し
た
。
こ
の
時
期
の
史
料

に

「立

　ヨ

　

花
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
『山
科

家
礼
記
』
文
明
十
二
年

(
一
四
八

○
)
三
月
九
日
条

に
は

「
た
て
は
な
」
と
、
仮
名

で
記
さ
れ
て
い
る
。
「立
花

(り

っ
か
)」
様
式
と
区
別
す
る
意
味
も
あ
り
、
「
た
て
花
」
と
記
し
て

「た
て

は
な
」
と
読
む
こ
と
に
し
た
い
。
す
で
に
こ
の
区
分
は
、
山
根
有
三
に
よ

っ
て

(
4
)

も
な
さ
れ
て
い
る
。

「た
て
花
」
の
成
立
に
関
す
る
先
行
研
究

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
大
井
ミ

ノ
ブ
、
山
根
有
三
、
村
井
康
彦
ら
の
論
考
が
あ
る
。

(5

)

大
井
ミ
ノ
ブ
は
、
特
に

「花
」
の
史
料

の
博
捜
と
い
う
点
で
は
類
す
る
も
の

(
6
)

を
見
な
い
。
ま
た

「花
」
の
研
究
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

「た
て
花
」
の
成
立
に
関
し
て
は
、
特
に
七
夕
花
合

の
存
在

に
着
目
す
る
と
と

も
に
、
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
山
科
言
国
、
大
沢
久
守
、
立
阿
弥
、
葉
阿

弥
、
文
阿
弥
、
池
坊
な
ど
の
存
在
を
は
じ
め
、
「花
」
の
伝
書
を
含
む
当
時

の

記
録
類
か
ら
多
く
の

「花
」

に
関
す
る
記
事
を
見
出
し
、
中
世
に
お
い
て
、

「花
」
が
仏
教
的
行
事
か
ら
は
な
れ
て

「装
飾
的
発
展
」
を
と
げ
た
と
し
た
。

　　

　

し
か
し
、
「花
」
の
発
展
と
連
歌
と
の
有
機
的
な
関
係
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
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「花
」
の
発
展
に
及
ぼ
し
た
連
歌
会

の
影
響

を
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は

な
か

っ
た
。

　
　
　

山
根
有
三
は
、
「
た
て
花
」
の
確
立
と
展
開
を
古
記
録
、
伝
書
、
は
な
の
図

　
　
　

の
三
種
に
大
別
し
て
考
察
し
た
。
と
く
に
美
術
史
学
者

・
華
道
真
生
流
家
元
と

い
う
経
歴
か
ら
の
伝
書
、
は
な
の
図

の
検
討

は
、
類
す
る
も
の
を
見
な

い
。
そ

し
て
山
根
氏
も
ま
た

「花
」
の
研
究

の
先
駆
者
の
ひ
と
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
筆
者
は
山
根
氏
が
、
立
阿
弥
と

「
花
」
と
の
関
係

に
お
い
て
、
特

に

(
10
)

『長
禄

二
年
以
来
申
次
記
』
に
見
出
さ
れ
る
立
阿
弥
の
禁
裏
七
夕
花
合

の

「花
」

を
、
「
こ
れ
は
座
敷
飾
り
と
し
て
の

「
た
て
花
」
で
は
な
い
」
と
す
る

一
方
で
、

(
11
)

花
の
名
手
と
し
て

『蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十

八
年

(
一
四
八
六
)
二
月
十
日
条

に
見

い
だ
せ
る
立
阿
弥
の

「花
」
を
、
「座
敷
飾
り
の
経
験
を
活
用
し
た
も
の

(12

)

(13
)

で
あ
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
」
と
も
述

べ
て
い
る
こ
と
に
同
感
す
る
。
将
軍
家
の

禁
裏
七
夕
花
合
の
た
め
の

「花
」
は
、
盆
に
据
え
ら
れ
、
禁
裏

へ
七
夕
の
日
に

届
け
ら
れ
、
各
所
か
ら
届
け
ら
れ
た
同
様
の
多
数
の

「花
」
と
と
も
に
並
べ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば

「花
」
そ
の
も
の
に
視
点
が
集
め
ら
れ
、
献
上
す
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
座
敷
飾
り

の

一
部
と
し
て
、
座
敷
飾
り
空
間

の
な
か
で
生
か
さ
れ
る
た
め
に
形
作
ら
れ
た

「花
」
と
は
異
な
る
、
と
筆
者
は

考
え
る
。

(14

)

村
井
康
彦
は
、
大
井
ミ
ノ
ブ

と
同
様

に
歴
史
学

の
立
場
か
ら
、
当
時
の
記
録

類
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り

「花
」

の
存
在
を
考
察
し
た
。
し
か
し
村
井
氏
が

作
り
上
げ
た
当
該
期
の

「
花
」
即
ち
座
敷
飾

り
、
即
ち
立
阿
弥

の

「花
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
問
題
も
多
い
と
考
え
る
。

そ
れ
は
た
と

え
ば
山
根
氏

が
立
阿
弥

の

「花
」
を
、
禁
裏

七
夕
花
合

の

「花
」
と
座
敷
飾
り

の

「花
」
と
い
う
二

つ
の
型
で
捉
え
た
こ
と
に
対
し
、
村

井
氏
は
、
立
阿
弥
即
ち
座
敷
飾
り
の

「花
」
と
捉
え
た
と

い
う
違

い
で
も
あ
る
。

し
か
し
両
者

の
立
阿
弥
の

「花
」
の
異
な
る
捉
え
方
は
、
ど
ち
ら
が
先
に
述

べ

た
も
の
で
あ
る
か
は
は

っ
き
り
せ
ず
、
互
い
の
批
判
と
し
て
言
わ
れ
た
も
の
で

も
な

い
。
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
応
仁
の
乱
以
後
、
将
軍
家

に
お
け
る
連
歌
会
の

「
花
」
は
、

一
御
連
歌
の
御
会
な
ど
の
時
、
御
座
敷
に
花
な
ど
立
て
ら
れ
候
事
、
前
々

の
御
会
に
は
見
申
候
は
ず
候
。
然
る
に
二
月
二
十
五
日
細
川
右
京
大
夫

宅

に
お
い
て
の
御
会

の
事
、
御
所
を
う

つ
さ
る

〉
御
会

に
て
候

に
、

亦

々
花
を
い
か
に
も
か
う
さ
う
に
立
な
し
候
問
、
御
前
に
て
も
勿
論
の

御
事
候
、
然
は
葉
阿

に
立
さ
せ
ら
れ
候
べ
き
御
事
候
。
代
々
役

々
と
存

候
。

(句
読
点

・
傍
線
は
筆
者
の
加
筆
)

　
あ
　

と
い
う
よ
う
に
、
代
々
専
ら

「葉
阿
」
の
役
割
で
あ
る
と

『殿
中
規
式
』
に
は

明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
軍
家

の

「花
」
は
、

そ
の
全
て
を
立
阿
弥
が
に
な

っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
。
理
解
が
こ
こ
で
止
ま

っ
て
い
る
の
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
村
井
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たて花

氏
の

『殿
中
規
式
』
の
引
用
と
そ
の
解
釈

に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
た
と
え
ば

(
16
)

同
氏
は

『図
説

い
け
ば
な
大
系
』
第
三
巻

に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(前
略
)
さ
ら
に
武
家
伝
奏
の
手
を

へ
て
禁
裏

に
も
贈
ら
れ
る
と
い
う
の

が
年
中
恒
例

の
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
草
花
を
花
瓶
に
立
て
た
の
が
立

阿
弥
で
あ

っ
た
。
ま
た

『応
仁
以
来
殿

中
規
式
』
に
は
、
「御
連
歌

の
会

な
ど
の
時
、
花
な
ど
立
て
ら
れ
候
事
、
前

々
の
御
会

に
は
見
申
さ
ず
候
。

然
る
に
二
月
二
十
五
日
於
細
川
右
京
大
夫
宅
之
御
会

の
事
、
御
所
を
う

つ

さ
る
る
御
会
に
て
候
に
、
花
を
い
か
に
も
か
う
さ
う
に
立
て
ら
れ
候
間
、

御
前

に
て
も
勿
論

の
御
事
候
」
と
あ
る
。
応
仁
の
乱
以
前
で
も

「花
た
て

の
連
歌
」
と
い
う
よ
う
に
、
連
歌
会
に
立
花
を
用

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
乱
前
後
か
ら
会
所

に
お
け
る
立
花
の
比
重
が
大
き
く
な

っ
た
傾

向
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

(後
略
)

こ
の
記
述
を
読
む
と
、
立
阿
弥
が
連
歌
会

の
時

に
も

「花
」
を
立
て
て
い
た

よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
こ
の
村
井
氏
の

『応
仁
以
来
殿
中
規
式
』
の
引
用
は
、

(17
)

『京
都
の
歴
史
』
第
三
巻
に
お

い
て
も
同
様

で
あ
る
。
し
か
し

『殿
中
規
式
』

は
、
先
に
見
た
と
お
り
村
井
氏
の
引
用
の
直

後
に
引
き
続

い
て
、
「然
は
葉
阿

に
立
さ
せ
ら
れ
候
べ
き
御
事
候
。
代
々
役
々
と
存
候
」
と
、
連
歌
会
の

「花
」

　
　
　

を
代
々
葉
阿
弥
が
立
て
た
こ
と
を
記
し
て
こ
の

一
条
が
終
わ

っ
て
い
る
。
ま
た

「花
た
て
の
連
歌
」
と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
は
、
初
出
は
、
『お
湯
殿
の
上
の
日

　む
　

記
』
明
応
九
年

(
一
五
〇
〇
)
二
月
三
日
条

で
あ
り
、
応
仁

の
乱
以
前

に
こ
の

言
葉
が
使
わ
れ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

村
井
氏
の

「花
」
に
関
す
る
著
述
は
、
詳
細
な
史
料
把
握
に
基
づ
い
て
い
る

こ
と
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「花
」
の
捉
え
方
が

い
か
に

も
あ
い
ま

い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
否
定

で
き
な
い
。
文
章
化
す
る
と
き
に
、

恣
意
的
な
方
向
付
け
が
働

い
て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

一
方
、
『応
仁
以
来
殿
中
規
式
』

に
つ
い
て
大
井
氏
は
、
「葉
阿
」
の
部
分
も

(
20
)

引
用
し
、
「
葉
阿
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
『殿
中
規
式
』
を

『応
仁

以
来
殿
中
規
式
』
と
引
用
し
て
い
る
の
は
、
村
井
氏
の
引
用
に
準
じ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し

「葉
阿
」
に
関
す
る
村
井
氏

へ
の
批
判
で
は
な
い
。
両
氏

に
お
い
て
も
、
や
は
り
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
述

べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
、
三
氏
の
研
究
は

「
た
て
花
」
の
歴
史
に
光
を
あ
て
て
く
れ
た
も
の
と

し
て
心
ひ
か
れ
る
。
し
か
し
誰
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
を
あ

と
づ
け
よ
う
と
も
し
て
い
な

い
し
、
「花
」
の
発
展
を
そ
れ
以
後
に
追

っ
た
者

も
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
右
の
研
究
で
十
分
と
言
い
切
る
に
は
た
め
ら
い
が
あ

る
。改

め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
な
の
だ
が
、
古
記
録

の
記
述
に
従
う
限
り
、

お
お
よ
そ
連
歌
会

の

「花
」
は

「た
て
花
」
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
立
阿
弥
の

「花
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
示
唆
す
る
記
述
は
不
明
な
の
で
あ

る
。

少
な
く
と
も
百
年
以
上
に
わ
た

っ
て
、
立
阿
弥
を
名
乗

っ
た
人
物
が
存
在
し
、

将
軍
家
か
ら
禁
裏

へ
献
上
す
る
七
夕
の

「花
」
を
代
々
に
な

っ
た
と
い
う
が
、
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そ
れ
が

「た
て
花
」
で
あ

っ
た
の
か
に
わ
か

に
は
判
断

で
き
な

い
。

当
時
盛
ん
で
あ

っ
た
連
歌
会

に
は
連
歌
会

の

「花
」
、
七
夕
花
合

に
は
七
夕

花
合

の

「花
」
、
足
利
義
政
に
愛
さ
れ
た
立
阿
弥

の

「花
」
、
こ
の
よ
う
に
様
々

な

「花
」
が
す
で
に
様
式
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
連
歌
会

の

「花
」、
七
夕
花
合

の

「
花
」
、
立
阿
弥

の

「花
」
、
さ
ら

に

そ
の
相
関
関
係
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
詳
細
に
考
え
て
い
る
論
文
は
存
在
し
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。

言
う
な
れ
ば
、
「
た
て
花
」
の
存
在
を
、
整
合
性
と
い
う
視
点
か
ら
概
括
的

に
捉
え
て
み
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

ま
た
筆
者
は
か

つ
て
、
「花
」
か
ら
み
た
室

町
期

の
社
会
と

い
う
も

の
を
考

(
21
)

え
た
。
し
か
し
こ
こ
に
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る

「
た
て

花
」
に
対
し
、
疑
問
点
も
多

い
こ
と
に
気
付

い
た
。
室
町
期
の
社
会
構
造
を
踏

ま
え
な
が
ら
も
、
「
た
て
花
」

の
あ
り
よ
う

に
つ
い
て
も
う

一
度
、
ど
こ
ま
で

が
推
論
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
史
料
か
ら
言

え
る
こ
と
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
、

検
討
す
る
こ
と
の
必
要
を
感
じ
た
。
そ
し
て
主

に
池
坊
に
つ
い
て
は
、
前
稿

二

(
22
)

篇
に
お
い
て
考
察
し
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
本
稿
は
、
第

一
に
主

に
禁
裏

・
伏
見
宮
家

・
門
跡
に

お
け
る
連
歌
会
、
七
夕
会

の

「花
」
を
検
討

す
る
。
第
二
に
将
軍
家

・
武
家
の

連
歌
会
と

「花
」、
特

に
立
阿
弥

の

「花
」

を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
こ
れ
ら

の

「花
」
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
「
た
て
花
」
の
存
在
を
考
え
た
い
。

ま
た
歴
史
学
の
観
点

に
立

つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
連
歌

・
連
歌
会
の
あ
り
よ
う

に
つ
い
て
は
国
文
学
、
建
築
史
ほ
か
関
係
諸
分
野
の
研
究
を
随
時
取
り
入
れ
、

論
を
成
す
も
の
と
す
る
。

史
料
引
用
に

つ
い
て
は
原
文
を

「
注
」
に
記
し
、
本
文
中
に
お
い
て
は
書
き

下
し
文
と
し
て
、
濁
点

・
句
読
点
を
付
し
、
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用

い
た
。

ま
た
説
明
の
為
、
適
宜
、
傍
線

・
枠
を
施
し
た
。

1

禁
裏

・
宮
家

・
門
跡

①

伏
見
宮
家
の
連
歌
会
と

「花
」

「た
て
花
」

の
成
立
に
関
し
て
、
ま
と
ま

っ
た
記
述
が
見

い
だ
せ
る
古
記
録
を

古

い
も

の
か
ら
年
代
順
に
あ
げ
る
と
、
最
初

に
、
応
永

二
十
三
年

(
一
四

一

六
)
か
ら
文
安

五
年

(
一
四
四
八
)
に
至
る
、
伏
見
宮
貞
成
親

王
が
記
し
た

　
お
　

『看
聞
日
記
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(24
)

同
日
記

の

「花
」

に
関
し
て
は
、
大
井
ミ
ノ
ブ

の
論
考
が
あ
る
。
大
井
氏
は
、

伏
見
宮
貞
成

の
催
す
伏
見
宮
家
七
夕
法
楽
花
合

の
た
め
に
、
多
数
の

「
花
」
が

近
臣
、
親
族
、
伏
見

に
住
む
僧
侶
、
土
倉
な
ど
か
ら
届
け
ら
れ
た
こ
と
、
記
事

は
花
材
に

つ
い
て
は
記
さ
ず
、
「茶
坑
」
「胡
銅
」
と
い
う
よ
う
に
花
瓶

の
み
記

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
関
心
は
専
ら
花
瓶
に
向

か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
の
、
「花
」
を
立

て
る
こ
と

へ
の
関
心
も
芽
生
え
て
い
た
こ
と
、
花
材

の
種

　
ゐ
　

類
に
つ
い
て
記
録
し
な
い
の
は
、
七
夕
の

「花
」
は
仙
翁
花
に
決
ま

っ
て
い
た

た
め
に
、
あ
え
て
記
録
し
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
連

歌
会

に

「花
」
が
置
か
れ
た
こ
と
や
、
「花
座
敷
」

で
連
歌
や
酒
宴
が
行
わ
れ
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たて花

た
こ
と
ま
で
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
連
歌
会
な
ら
び

に
連
歌
会
と

「花
」
と
の

関
連
を
検
討
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
横
井
清
は

『看
聞
日
記
』
か

ら
、
伏
見
宮
貞
成

の
七
夕
法
楽
花
合
だ
け
で
な
く
、
連
歌
会
に
つ
い
て
も
考
察

し
た
。
し
か
し
や
は
り
連
歌
会
と

「花
」
と

の
関
連
を
考
え
る
こ
と
は
な
か

っ

(26
)

た

。こ

の

こ

と

か

ら

筆

者

は

、

前

稿

「
生

成

期

に

お

け

る

「
た

て

花

」
1

十

五

世

　
　
　

紀
中
期

の

「花
」
と
連
歌

の

一
様
相
」
に
お

い
て
、
『看
聞
日
記
』
に
見
ら
れ

る
連
歌
会
と

「花
」
に
つ
い
て
、
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
た
。

(
28
)

連
歌
会
は
こ
れ
を
二
大
別
す
れ
ば
、
月
次
連
歌
会
と
臨
時

(俄
)
連
歌

会
に
分
か
れ
る
。
伏
見
宮
家
月
次
連
歌
会

の
設
え
は
、
同
日
記
応
永

二
十

六
年

(
一
四

一
九
)
六
月
十
五
日
条
に
、

　
ふ
　

十
五
日
。
(中
略
)
月
次
連
歌
あ

り
。
頭
人

は
隆
富

な
り
、
会
席
聊

か
こ
れ
を
刷
ふ
。
西
面
四
間
と
常
御
所
、
相
合
せ
障
子
は
こ
れ
を
撤

し
て
八
間
と
為
す
。
屏
風
二
双
を
立
て
廻
し
、
妙
法
院
御
筆

の
天
神

名
号
を
西
面
に
懸
け
奉
り
、
梅
の
脇
絵
二
幅
、
こ
れ
を
懸
く
。
そ
の

前

に
机

一
脚
を
立
て
、
花
瓶
香
炉

等
こ
れ
を
置
く
。
左
脇
で
あ
る
南

に
、
寒
山
拾
得
の
絵
二
幅
、
こ
れ
を
懸
く
。
そ
の
前
に
卓
を
立
て
花

瓶
を
置
く
。
会
衆
は
西
面
に
候
ふ
。
(後
略
)

と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
天
神
名
号
」
の
軸
を
掛
け
、
軸

の
前

に
供
花

と
し
て
の

「花
」
、
「香
炉
」
な
ど
を
置
く
も
の
で
あ

っ
た
。
臨
時
連
歌
会

の
場
合
、
右
の
記
事

の
よ
う
な
設
え
は
通
常
施
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

花
見

・
月
見
な
ど
を
兼
ね
て
室
外
で
催
さ
れ
た
り
、
庚
申
待
、
余
興
や
余

暇
の
充
足
と
し
て
、
特
に
取
り
決
め
な
し
に
連
歌
を
詠
む
も
の
で
あ

っ
た

た
め
で
あ
る
。

一
方
、
伏
見
宮
家
は
七
夕
法
楽
行
事
の

一
つ
と
し
て
、
座
敷
を
設
え
、

花
瓶
を
多
数
な
ら
べ
置
き
飾

っ
た
。
そ
れ
は
七
夕
花
合
と
も
呼
ば
れ
る
が
、

特
に
伏
見
宮
家
で
は
こ
の
座
敷
を

「花
座
敷
」
と
よ
ん
だ
。
応
永
二
十
六

年

(
一
四

一
九
)
七
夕

の
翌
日
七
月
八
日
に
は
、
「花
座
敷
」
を
使
用
し

て

「花
賞
翫
の
た
め
」
の
臨
時
連
歌
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「花
」
に
、

二
星

の
た
め
の
供
花
的
要
素

の
ほ
か
、
観
賞
と

い
う
目
的
が
加
わ

っ
た
と

い
え
る
。

さ
ら
に
応
永

三
十
年

(
一
四
二
三
)
以
降

に
な
る

と
、
七
夕

「花
座

敷
」

に
お
い
て
七
月
月
次
連
歌
会
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
「天
神
名

号
」
は
翌
応
永
三
十

一
年
か
ら
掛
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
来
は

「天

神
名
号
」
の
供
花
と
し
て
あ

っ
た
月
次
連
歌
会
の

「花
」
に
、
「花
座
敷
」

す
な
わ
ち
観
賞
と

い
う
目
的
が
加
わ

っ
た
の
で
あ

る
。
「花
」
を
立

て
た

僧
侶
の
名
前
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
「花
」
を
立
て
る
こ

と

へ
の
関
心
の
芽
生
え
が
見
い
だ
せ
る
。

当
該
期

の

「花
」

に
ど
の
よ
う
な
花

(植
物
)
が
立

て
ら
れ
て
い
た
か

は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
伏
見
宮
貞
成
邸
に
は
木
々
が
植
え
ら
れ
、
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草
花
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
花

(植
物
)

へ
の
関
心
も
見
受
け
ら

れ
る
。
唐
物
賞
翫
と
し
て
花
瓶
を
飾
る

こ
と
か
ら
、
花

(植
物
)
を
立
て

る
こ
と
自
体

に
視
点
が
移
り
、
「た
て
花
」
と
し
て
形
が
整
え
ら
れ
始
め

た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
花
園
天
皇

の
実
父

で
あ

る
伏
見

宮
貞
成

の
催
す
月
次
連
歌
会

の

「花
」

の
主
目
的
が
供
花
か
ら
観
賞

へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
、
禁
裏
を
は

じ
め
他
所
で
行
わ
れ
る
連
歌
会
の
あ
り
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ

る
。

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
さ
ら
に
連
歌
会
と

「花
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て

い
き
た
い
。

最
初

に
、
伏
見
宮
家
月
次
連
歌
会
の
座
敷

飾
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
、

先
に
記
し
た
応
永
二
十
六
年

(
一
四

一
九
)
六
月
十
五
日
条

の
月
次
連
歌
会
の

(30

)

記
事

に
は
、
「天
神
名
号
」
の
軸

(以
下
、
「
天
神
名
号
」
と
記
す
)、
梅

の
脇
絵

二
幅
が
掛
け
ら
れ
た
前

の
卓
に
、
「花
瓶
香
炉
等
」
を
置
い
た
と
あ
る
。(

31
)

こ
れ
に
近

い
光
景
は
、
観
応
二
年

(
一
三
五

一
)
成
立
の

『慕
帰
絵
詞
』
巻

第
五

・
第
三
段
の
歌
会

の
場
面
か
ら
見
出
せ
る
。
床
正
面

に
歌
仙
画
、
両
脇
に

竹
と
梅
と
い
う
三
幅
を
掛
け
、
そ
の
前
中
央

に
香
炉
、
そ
の
両
脇
に

「花
」
が

置
か
れ
て
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
歌
会
の
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
の
連
歌
を
す
る
者
は
歌
人

を
兼
ね
て
い
た
か
、
歌
人
に
師
事
し
て
い
た
者
が
多
く
、
歌
仙
画
を
天
神
画
も

し
く
は

「
天
神
名
号
」
に
か
え
て
、
連
歌
会
も
同
様

の
設
え
で
行
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た

「天
神
名
号
」
を
掛
け
、
そ
の
前

に
花
瓶
や
香
炉
を
置
く
こ

(
32
)

と
は
、
二
条
良
基
以
降
、
連
歌
会
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

伏
見
宮
家
月
次
連
歌
会

に
使
用
さ
れ
た

「天
神
名
号
」
は
、
同
家
で
月
次
連

歌
会
が
始
め
ら
れ
た
年

で
あ
る
応
永

二
十
五
年

(
一
四

一
八
)
九
月
二
日
、
貞

(33

)

成
が
妙
法
院
宮

に
所
望
し
、
翌
三
日
に
賜

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貞
成
は

(34

)

近
臣
た
ち
の
所
望
に
よ
り

「天
神
名
号
」
を
書
き
遣
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
応

永
三
十

一
年

(
一
四
二
四
)
正
月
二
十
五
日
、
青
蓮
院
門
跡
正
月
連
歌
始
に
お

(35
)

い
て
は
、
故
足
利
義
満
の
筆

に
な
る

「
天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

一

い
ん
の
ち
よ
う
ち
よ
う
が
ん

し
ゆ
て
ん
だ
い

方
、
伏
見
宮
家
月
次
連
歌
会
連
衆

で
、
院

庁

庁

官

(後
に
主
典
代
)
で
あ

っ

た
定
直
が
所
持
し
、
伏
見
宮
家
七
月
月
次
連
歌
会
で
掛
け
た
も
の
は
、
仙
洞
宸

(36
)

筆
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
場
合
の

「
天
神
名
号
」
は
院
、
宮
家
、
将
軍
家
と
い
う
出
自

の
人
々
の

(
37
)

筆
か
ら
な

っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
近
臣
た
ち
の
所
望
か
ら
は
、
諸
所
で
掛

け
ら
れ
、
連
歌
会
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
供
花
と
し
て

「花
」
も
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
伏
見
宮
家

・
仙
洞

の
七
夕
花
合
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
、
同

日
記
永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
の
七
夕
の
記
事
を
み
て
お
き
た
い
。

永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
七
月
七
日
条

(38

)
七
日
。
晴
。
晩
よ
り
雨
降
る
。
こ
の
間
炎
旱
の
処
珍
重
。
早
朝
人
々
花
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たて花

こ

れ

を

進

み
、

会

所

こ

れ

を

飾

る
。

屏

風

二
双

を

立

て

廻

し

、

絵

七

幅

こ

れ

を

懸

く

。

棚

一
脚

、

置
物
。
種
種
置
く
。

卓

、

香

般
皿等

花

五

十

瓶

立

て
並

ぶ
。自

分

三
瓶

絵
二
幅
花
鳧

茶
坑
二
瓶
。
染
付
瓶
弋

胡
銅
瓢
単
。
若

宮

胡

銅

一
瓶

南

御

方

二
瓶

胡
銅
水
瓶
。
同
ムロ
。

前

源

宰

相

二

瓶

胡
銅
卓

一
。
香
ムロ
一
。

庭

田

宰

相

一

瓶

胡
銅
。
同
ムロ
。

長

資

朝

臣

二

瓶

胡
銅
。
金
香
炉

一
。

隆

富

朝

臣

二

瓶

金
銅
。

重

賢

二
瓶

胡
銅
香
盤
二
。
香
ム
ロ
ニ
。

経

秀

一
瓶

胡
銅
。

行

資

一
瓶

胡
銅
禿

承

泉

一
瓶

胡
銅
。

大

光

明

寺

二

瓶

茶
境
大
香
炉
胡
銅
茶
塊
小
鉢

一
。

行

光

菴

絵

一
幅

八

瓶

胡
銅
七
。
茶
坑

一
。
香
台
四
。

退

蔵

菴

一
瓶

金
銅
茶
坑
台
。

法

安

土
寸

一
瓶

金
銅
。

即

成

院

三

瓶

胡
銅

一
。
茶
坑
二
。
香
ム
ロ盆
。

光

台

寺

一
瓶

金
銅
。

松

林

菴

一
瓶

金
銅
。
絵

一
幅
尺
迦
。

永

松

菴

一
瓶

胡
銅
。

玉

泉

寺

一
瓶

胡
銅
堆
紅
小
盆

一
。

梅

林
董

瓶
胡
銅
.

巖

箜

瓶
茶
拷

蠱

瓶
胡
銅
珪
璋
盆
一.
圍

鬥

瓶

胡
銅
珪
璋
盆

一
.
天
神
名
。三

幅
.
仙
洞
宸
箋

禅

贅

瓶

胡
銅
.

良

埜

瓶

胡
銅

小
香
ム
ロ。

浄

荳
三

瓶

金
銅
。

性

栄

二

瓶

胡
銅
。

義

祐

一
瓶

茶
坑
同
鉢
。

重

氏

二
瓶
胡
銅
.

宝
泉

癘

胡
鯉

紅
小
塗

.
香
篁

.
堆
ざ

薦

.
観立『

早
旦
ま
ず
梶
葉
法
楽
、
そ
の
後
大
光

明
寺
に
参
る
。
光
厳
院
御
忌
焼
香

例
の
ご
と
し
。
両
宰
相
、
長
資
、
隆
富
等
朝
臣
以
下
参
る
。
次
に
風
呂

に
入
る
。
留
守
の
間
人
々
僧
達
群
参

、
花
座
敷
拝
見
云
々
。
晩
頭
御
節

供
祝
着
、
女
中
侍
臣
祗
候
す
。

次
に
和
歌
を
披
講
す
。
前
宰
相
、
庭

田
宰
相
、
長
資
朝
臣
、
隆
富
朝
臣
、

重
賢
、
経
秀
、
行
資
等
こ
れ
を
講
ず
。
歌
詠
人
数
予
、
宰
相
以
下
例

の

ご

と
し
。
正
永
詠
進
、
そ

の
後
圜
圜

、
殊
更

に
法
楽
。
長
資
、

隆
富
等
朝
臣
以
下
候
ふ
。
岡
回
剛
鬮

團

定
直
沙
汰
を
申
す
、
す
な
は

ち

一
折
こ
れ
を
閣
し
を
は
ん
ぬ
。
夜
音
楽
、

一
身

に
法
楽
、
盤
渉
調
楽

七
、
朗
詠

一
首
。
終
日
の
儀
窮
屈
休
息
す
。
聞
く
、
仙
洞
御
楽
雨
に
よ

り
延
引
、
御
花
合
例

の
如
し
。

永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
七
月
八
日
条

八
日
。
雨
気
未
だ
晴
ず
。
夜
に
至
り
甚
だ
雨
降
る
。
回
鬮

の
頭
定

直
沙
汰
を
申
す
。
七
夕
法
楽
相
勤
む
。
昨
日
定
直
仙
洞
祗
候
の
問
今
日

参
る
。
慶
寿
参
る
。
会
衆
例

の
ご
と
し
。

一
献
別
て
沙
汰
申
し
神
妙
な

り
。
夜
に
入
り
て
百
韻
を
は
ん

ぬ
。
聞
く
、
[仙
鬮

鬮

圜

雨

の
儀

に

よ
り
中
門
下
に
て
行
は
る
る
。

御
連
歌
御
沙
汰
な
し
。
只
大

い
に
飲

む
の
み
云
々
。

前
稿
要
約
に
述

べ
た
よ
う
に
、
応
永
三
十
年
以
降
、
七
月
月
次
連
歌
会
は
七

月
七
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
翌
日
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
右
の
記
事
の
よ
う
に
、
頭
人
が
連
衆
で
あ
る
と
共
に
院
庁

の
職
員
で

あ
る
定
直
の
場
合
、
七
月
七
日
は
定
直
が
仙
洞
に
参
上
す
る
た
め
、
翌
八
日
に

催
さ
れ
て
い
る
。
定
直
は
自
ら
所
持
し
て
い
た
仙
洞
宸
筆

に
よ
る

「天
神
名

号
」
を
、
「花
」
と
と
も
に
七
日
に
伏
見
宮
家
七
夕
法
楽
花
合
に
届
け
て
い
る
。

仙
洞
で
も
七
月
七
日
に
花
合
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
大
井
氏
に
よ

っ
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て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
の
七
日
の
記
事
に
は
連
歌
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
同
日
記
応
永

二
十
七
年
仙
洞
七
夕
花
合
に
お
い
て
、
連
歌
が

(
39
)

巻
か
れ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
。
右

の
翌

八
日
の
記
事
も
、
「御
連
歌
御
沙

汰
な
し
」
と
、
連
歌
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
仙
洞
七
夕
花
合

の
場
に
お
い
て
、
月
次

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
連
歌
が

巻
か
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に

「仙
洞
御
楽
雨
に
よ
り
延
引
。
御
花
合
例
の
如
し
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
花
合
は
室
内
で
、
御
楽
は
室
外
で
行
わ
れ
て
い
た
。

一
方
、

「仙
洞
乞
巧
奠
」
の
催
し
と
七
夕
花
合
は
同

じ
場
所
で
は
行
わ
れ
て
い
な

い
。

両
者
は
必
ず
し
も

一
連

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

次
に
、
臨
時
連
歌
会

の
場
合
を
み
て
い
き

た
い
。

　　
　

『康
富
記
』
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
八
月

十
四
日
条
は
、
伏
見
宮
家
で
行
わ

れ
た
庚
申
連
歌

の
座
敷

の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
『康
富
記
』

(以
下
、
同
記
と

記
す
)
は
、
応
永
二
十
四
年

(
一
四

一
七
)
か
ら
康
正
元
年

(
一
四
五
五
)
に
至

　
ハ
　

る
、
太
政
官
の

一
下
級
官
人
中
原
康
富

の
日
記
で
あ
る
。

　
れ
　

十

四
日
庚
申

晴
、
夜
に
入
り
月
明
々
、
伏
見
殿

に
参
る
、
(中
略
)
今

夜
は
庚
申
な
り
、
御
連
歌
遊
ば
さ
る
べ
く
、
暫
く
祗
候
す

べ
き
の
由
仰
さ

る
る
の
間
、
こ
れ
を
待
申
す
処
、
晩
御

会
こ
れ
を
始
め
ら
れ
、
予
執
筆
を

勤
仕
す
べ
き
の
由
仰
せ
下
さ
る
、
御
座
席
内
に
お
い
て
畳
を
撤
し
、
円
座

を
敷

か
る
る
、
そ
の
上
参
著
せ
し
め
を
は
ん
ぬ
。
御
文
台
御
硯
、
常
の
御

会
に
用
ら
る
る
御
物
な
り
、
(以
下
省
略
)

庚
申
の
夜
に
、
他
用

(大
経
を
読
み
申
し
上
げ
る
た
め
)
で
伏
見
宮
家
を
訪
れ

た
中
原
康
富

(以
下
、
康
富
と
記
す
)
は
、
用
を
済
ま
せ
た
後
、
今
夜
は
庚
申

で
も
あ
り
連
歌
を
す
る
の
で
待

つ
よ
う
に
と
仰
せ
つ
か

っ
た
。
晩
に
連
歌
会
が

し
ゆ
ひ
つ

始
め
ら
れ
、
康
富
は

「執
筆
」
を
勤
め
る
よ
う
仰
せ
つ
か
る
。
御
座
席

の
畳
を

取
り
払

い
、
円
座
を
敷
き
、
着
席
し
た
。
御
文
台
と
御
硯
は
、
月
次

の
正
式
の

御
会
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

(43

)

文
台
や
硯
を
、
「御
文
台
御
硯
、
常

の
御
会
に
用
ら
る
る
御
物
」
と
わ
ざ

わ

ざ
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
家
の
月
次
連
歌
会
で
使
用
し
て
い
る
も
の

が
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
連
歌
会

の
格
式

の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
、
「天
神
名

号
」
が
掛
け
ら
れ
た
可
能
性
も
高

い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
月
次
連
歌
会

で
は

臨
時
の
連
歌
会
と
は
異
な
る
文
台
や
硯
を
使

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
記
事
か
ら
は
、
庚
申

の
連
歌
に
お
い
て
も
、
月
次
連
歌
会
と
同
様
の
設
え

が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

し
か
し
こ
の
記
事
は
康
富
が
、
偶
然

に
も
伏
見
宮
家

の
庚
申
連
歌
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に

「執
筆
」
を
仰
せ

つ
か

っ
た
こ
と
で
、
喜
び
ひ
と
し

お
の
た
め
日
記
に
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
同
記
の
連
歌
会

に
関
す
る
記
事
内
容

と
し
て
は
稀
な
も
の
で
あ
る
。

同
記
は
当
時
の
連
歌
熱
の
高
ま
り
を
反
映
し
て
か
、
連
歌
の
記
事
が
多

い
。

内
容

の
傾
向
と
し
て
発
句

・
脇
句
な
ど
の
連
歌
作
品
を
記
す
こ
と
が
主
で
あ
る
。
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たて花

そ
の
ほ
か
頭
役
、
執
筆
を
受
け
持

っ
た
も
の
の
名
が
記
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、

い
わ
ば
連
歌
を
巻
く
こ
と
に
視
点
が
注
が
れ

て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
多
く
が
月
次
連
歌
会
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
月
次
連
歌
会
で

あ
れ
ば
、
座
敷
飾
り
の
設
え
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

同
記
に
は

「
天
神
名
号
」
「花
」
「香
炉
」
な
ど
座
敷
飾
り
の
設
え
に
つ
い
て
は

何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
設
え
が
施
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
伏
見
宮
家
や
、

伏
見
宮
貞
成

の
妻
の
実
家

で
あ
る
庭
田
家

(こ
の
妻
は
後
花
園
天
皇
の
母
)
の
月

次
連
歌
会

に
参
加
し
た
折

の
記
事

に
お
い
て
も
、
設
え
に
関
し
て
は
記
さ
れ
て

い
な

い
。

一
方
、
同
記
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)
五
月
二
日
条
は
、
康
富
が
花
山
院
殿

か
ら
連
歌
会
の
た
め
に
文
台
を
借
用
し
、
さ
ら
に
そ
の
文
台
を
賜

っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
文
台
の
記
事

の
み
で
は
、
あ
れ
こ
れ
想
像
を
膨

ら
ま
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
座
敷
飾
り
の
設
え
の
有
無
ま
で
は
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

同
記
に
お
い
て
、
康
富
が
連
歌
会
の
座
敷
飾
り
の
設
え
に
つ
い
て
記
さ
な
か

っ
た
こ
と
は
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
設

え
が
施
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
か
否

か
は
、

一
概

に
は
い
え
な
い
。

　ぬ
　

以
上
、
延
文
元
年

(
=
二
五
六
)、
勅
撰

に
準
じ
る

『菟
玖
波
集
』
と
い
う

連
歌
撰
集
が
編
集
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
連
歌
熱
が
高
ま
り
を
み
せ
る
な
か
で
、

連
歌
を
す
る
者
は
歌
人
を
兼
ね
て
い
た
か
、

歌
人
に
師
事
し
て
い
た
者
が
多
く
、

歌
人
に
な
ら
い
、
柿
本
人
麻
呂
像
で
あ
る
歌

仙
画
を
菅
原
道
真
像
で
あ
る
天
神

画
も
し
く
は

「
天
神
名
号
」
に
か
え
て
、
連
歌
会
も
同
様
の
設
え
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
。
連
歌
会
と
し
て
の
座
敷
飾
り
の
設
え
の
有
無
は
、
ま
ず

「
天

神
名
号
」
の
軸
を
掛
け
た
か
否
か
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て

「花
」
は
天
神
菅
原

道
真

に
対
す
る
供
花
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
が
特
に
今
ま
で
の
研
究

で
取
り
上
げ

ら
れ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「天
神
名
号
」
は
、
伏
見
宮
家
近
臣

に
ま
で
所
持
さ
れ
た
。
さ
ら
に
連
歌
会
で

「天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
供
花
と
し

て
の

「花
」

が
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
連
歌
会
に

「花
」
を
供
え
る
と
い
う
伝
統

は
保
持
さ
れ
た
。

一
方
、
伏
見
宮
家
七
月
月
次
連
歌
会
と
同
家
七
夕
花
座
敷
が

一
つ
の
行
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
臨
時
連
歌
会
の
場

合
だ
け
で
な
く
、
月
次
連
歌
会

の

「花
」
も
ま
た
観
賞
目
的
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
ひ
い
て
は
連
歌
会

に
観
賞

の
た
め
の

「花
」
が
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
考
え
る
。

②

大
乗
院
門
跡
尋
尊
七
タ
会
の
連
歌
会
と

「花
」

　
お
　

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
七
年

(
一
四
七
五
)
七
月
七
日
条
は
、
大
乗
院

　　
　

門
跡
尋
尊

(以
下
、
尋
尊
と
記
す
)
が
、
住
ま
い
と
し
た
禅
定
院

に
お

い
て
、

　
り
　

「
七
夕
御
会
」
を
行

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
行
わ
れ
た
百
首
和
歌
会
と
連
歌
会

の
参
会
者
は
、
応
仁
の
乱
で
邸
宅

　　
　

な
ど
を
焼
失
し
、
そ
の
息
の
尋
尊
を
頼
り
奈
良
に
下
向
し
て
い
た

一
条
兼
良
、

な
ら
び

に
同
じ
く
応
仁
の
乱
を
避
け
、
奈
良

一
条
院
に
身
を
よ
せ
て
い
た
近
衛
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房
嗣

・
鷹
司
政
平
ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
摂
家

・
寺
家

・
大
乗
院
門
跡
の
侍

・

北
面

・
童
子
ま
で
を
含
め
百
首
和
歌
会
五
十

一
人
、
連
歌
会
二
十
九
人
で
あ

っ

た
。
尋
尊
の
父
で
あ
る

一
条
兼
良
は
、

二
条
良
基

の
孫
と
い
う
関
係
を
持

つ
。

こ
の

「七
夕
御
会
」
が
洛
中

の
宮
家

・
公
家

の
七
夕
会

に
匹
敵
す
る
と
も
劣
ら

な

い
催
し
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。

(49

)

一
方
、
川
上
貢
は
建
築
史
の
立
場
か
ら
、

七
夕
会
の
場
の
様
子
を
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

こ
の
七
夕
御
会

の
内
容
に
つ
い
て
検
す
る
と
き
、
花
を
立
て
て
競

い
、
絵

を
懸
け
て
観
賞
し
、
そ
し
て
客
に
茶

を
点
て
て
饗
応
す
る
等

の
こ
と
が

各
々
独
立
し
た
行
為

で
な
く
て
相
互
に

一
体
と
な

っ
て
会

の
雰
囲
気
を
盛

り
上
げ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
座
敷
飾

り
の
構
成
や
そ
の
な
か
で
の
行
為
が
簡
素
化

・
洗
練
化
の
方
向
に

一
層

つ

き
進
め
ら
れ
て
後
世

の
茶
室
や
茶
道

・
花
道
を
か
た
ち
つ
く

っ
た
の
で
は

(
50
)

な
か
ろ
う
か
。
な
お
前
田
元
侯
爵
家
蔵

『祭
礼
草
紙
』
絵
巻

に
み
る
座
敷

の
図
は
、
鈎
形
に
配
置
さ
れ
た
押
板
様
卓
の
上
に
多
数
の
花
瓶
を
な
ら

べ
、

背
後

の
壁
面
に
三
幅
の
絵
が
懸
け
ら
れ

て
、
そ
の
前

で
多
く
の
人
が
座
し

何
か
興
じ
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
丁
度
上
記
の
七
夕
御
会

の
如
き
会
合
を
描
写
し
た
よ
う
に
受
取

れ
、
同
じ
こ
ろ
の
会
合
場
所
即
ち

会
所

の
内
容
を
う
か
が
う
上

に
好
き
資
料
と
い
え
よ
う
。

興
味
深

い
記
述
内
容
で
あ
る
。
し
か
し

「花

を
立

て
て
競

い
」
(以
上
、
傍

線
は
筆
者
の
加
筆
)
と
あ
る
が
競

っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
七
夕
会

の
場
合
、

場
を
飾
る
た
め
に
僧
侶
た
ち
が
精

一
杯

「花
」
を
立
て
、
そ
れ
を
皆
で
観
賞
し

て
楽
し
ん
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

以
下
、
「花
」
に
関
し
て
傍
線
部
の
こ
と
も
含

め
、
七
月
七
日
条

の
該
当
箇

所
と
、
そ
の
関
連
記
事
の
あ
る
七
月
三
日
条
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

　
み
　

三
日

(前
略
)

一
来
た
る
七
日
百
首
題
方
々
こ
れ
を
賦
し
を
は
ん
ぬ
、

一
同
じ
く
花
の
事
昨
日
よ
り
所
々
こ
れ
を
申
し
遣
す
、
百
瓶
分
の
由
な
り
、

一
献
色

々
の
事
等
雑
掌
の
所
に
こ
れ
を
申
し
付
く
、

(中
略
)

七
日

一
七
夕
御
会
の
事
、
百
首
和
歌
の
題
兼
日
こ
れ
を
賦
す
、
今
日
各
早
旦
に

到
来
、
連
歌

一
座
こ
れ
在
り
、
御
人
数
の
事
、
去
る
三
日
方
々
に
短
尺
を

賦
し
を
は
ん
ぬ
、

(中
略
)

一
御
会
所
方
色

々
の
事

+化
瓶

三
十

一

浄
土
寺
秘
計
、

些化
瓶

三
十

極
楽
坊
秘
計
、

花
瓶

二
十

己
心
寺
秘
計
、

花
瓶

六

次
郎
秘
計
、
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たて花

な

花

瓶

二

成
就
院
、

花

瓶

亠N
因
幡
威
儀
師
、

ミ

飜

な
「
響

花
瓶

二

学
延
房
得
業

合
せ
て
九
十
九
瓶
百
瓶

之

之

ミ

之

(中
略

)

一
仙
翁
花
方
々

へ
進
上
、
出
世

・
々
間

・
上
下
北
面
衆

・
児

・
中
童
子
遁

世
者
御
童
子

・
力
者

・
京
都
衆
、
便
宜
く

に
随
て
持
寄
衆
五
十
人
計

の
衆
な
り
、
或
ひ
は
人
別
に
二
一二
百
本
五
本
十
本
数
千
本
に
至
る
花
な

り
。
六
日
の
七
時
分
よ
り
こ
れ
を
立

つ
、
十
五
六
人
の
衆
な
り
。
そ
の

後
又
心
閑

に
夜
中
立
て
直
し
の
事
、
後
夜
時
分
に
及
ぶ
、
又
、
明
早
旦

末
座

の
花
共
こ
れ
を
立

つ
、
涯
分
に
荘
厳
せ
し
め
を
は
ん
ぬ
、

一
百
首
こ
れ
を
重
ね
ら
れ
、
則
ち
こ
れ
を
閉
ざ
さ
れ
を
は
ん
ぬ
。
御
連
歌

御
会
等
悉
く
七
時
分
を
も

っ
て
事
と
し
を
は
ん
ぬ
。
毎
事
畏
れ
入
る
を

な
す
な
き
者
な
り
。
そ
の
後
御
宿
の
女
中
衆
来
臨
、
花
を
物
せ
ら
れ
を

は
ん
ぬ
、
酒
肴
こ
れ
を
進
ら
れ
を

は
ん
ぬ
、
則
ち
退

き
帰
る
、

(以
下

省
略
)

七
月
三
日
条
か
ら
は
、
百
瓶
分

の
花
材
が

す
で
に
七
月
二
日
か
ら
集
め
ら
れ

始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
七
日
条
か
ら
は
、
そ
れ
が
大
乗
院
門
跡

の
僧
侶

.

侍

・
童
子

・
稚
児
、
遁
世
者
、
力
者
、
さ
ら

に
京
都
衆
な
ど
に
至
る
ま
で
総
動

員
を
か
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
花
瓶
百
瓶
は
、
関
係
す
る
僧
侶
や
寺
院
か

ら
借
り
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
酒
宴
や
そ
の
ほ
か
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
雑
掌
が
手
配
し
て
い
る
。

会
所

の
絵
が
合
わ
せ
て
十
五
福

(幅
)
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
天
神
画
や

「
天
神
名
号
」
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
同
記

に
は
会
所
図
が

記
さ
れ
花
瓶
や
絵

の
位
置
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

百
首
和
歌
を
終
え
た
後
、
連
歌
会
な
ら
び

に
諸
事
は
、
午
後
四
時
頃
ま
で
に
終

え
ら
れ
、
そ
の
後
、
禅
定
院
宿
坊
の
女
た
ち
が

「花
」
を
見
物
し
、
酒
肴
を
勧

め
ら
れ
て
か
ら
帰

っ
て
い
る
。

特
記
す

べ
き
こ
と
は
こ
の
記
事
か
ら
、
花
材
が
瓶
に
立
て
ら
れ
た
時
の
様
子

が
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
花
瓶
百
瓶
に
対
し
、
仙
翁
花
が
五
十
人
ほ
ど
の

人
々
か
ら
合
計
数
千
本
届
け
ら
れ
て
い
る
。
六
日
午
後
四
時
か
ら
十
五
六
人
で

立
て
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
心
得
の
あ
る
も
の
が
次
々
に
立
て
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
夜
中

に
立
て
直
し
、
午
前
四
時
頃
、
さ
ら
に
早
朝
に
末
座

の
花
を
立
て
て
い
る
。
暦
の
上
で
は
秋
と
い
う
も
の
の
ま
だ
ま
だ
暑
く
、
花
材

は
萎
れ
や
す
い
。
水
が
あ
が
ら
な
い

(萎
れ
る
)
こ
と
が
わ
か
る
と
入
れ
替
え
、

水
上
が
り
の
良
い
も
の
の
み
を
使
う
た
め
、
大
量
の
仙
翁
花
が
集
め
ら
れ
た
と

　
お
　

思
わ
れ
る
。
『蔭
凉
軒
日
録
』
に
お
い
て
も
、
大
量
の
仙
翁
花
が
、
七
夕
の
前

　お
　

日
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「涯
分
に
荘
厳
せ
し
め
を
は
ん
ぬ
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
座
敷
の
設
え
並

び
に

「
花
」

へ
の
熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

「花
」

に
関
し
て
伏
見
宮
七
夕
花
合
と
異
な
る
の
は
、
尋
尊

の
七
夕
会

の
場
合
、

花
瓶
と
花
材
が
別
々
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
花
瓶
に
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立
て
た
仙
翁
花
が
運
ば
れ
、
置
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の

「花
」
や
花
瓶
を

競

っ
た
よ
う

に
も
感
じ
ら
ず
、
「花
」

へ
の
造
形
意
識
も
感
じ
ら
れ
な

い
。
む

し
ろ
仙
洞
や
伏
見
宮
家

の

「七
夕
花
合
」
と
い
う
行
事
を
模
倣
し
て
室
内
を
飾

り
、
和
歌

・
連
歌

・
酒
宴

・
茶
の
湯
な
ど
で
楽
し
ん
だ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
禁
裏
や
宮
家

の

「花
合
」
を
模
倣
し
た
あ
り
方
が
広
ま
り
、
適
宜

楽
し
ま
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
ま
だ
暑

い
七
夕
の
頃
、
「花
」

が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
場

に
立

て
ら
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
七
夕
花
合
の
た
め
に
、
七
夕

前
日
に
届
け
ら
れ
る
大
量
の
仙
翁
花
も
、
そ

の
な
か
で
最
も
水
上
が
り
が
よ
く

美
し
い
も
の
が
選
ば
れ
た
と
し
た
な
ら
、
納

得
が
い
く
。
大
乗
院
門
跡
尋
尊
の

七
夕
会
に
お
い
て

「花
」
は
座
敷
の
装
飾

の
要
で
あ
り
、
「御
宿

の
女
中
衆
来

臨
、
花
を
物
せ
ら
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
七
夕
会
で
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ

た
。
し
か
し

「花
」
を
立
て
る
技
術
は
さ
て
お
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
そ

の

「花
」
の
観
賞
の
主
眼
は
花
瓶
と
い
う
よ
り
も
、
主
に
仙
翁
花
と
い
う
植
物

の
美
し
さ
を
瓶
に
挿
し
て
室
内
で
味
わ
う
も

の
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
連
歌
会
の
場
合
、
月
次
や
そ
れ
に
準

じ
た
改
ま

っ
た
連
歌
会
で
も
な
く
、

「
天
神
名
号
」
を
掛
け
て
、
そ
れ
に
対
す
る
供
花
を
置
く
と

い
う
設
え
は
こ
こ

で
は
用
意
さ
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
記
事
引
用
で
省
略
し
た
部
分

に

「硯
文
台

一
具
在
之
」
と
あ
り
、
和
歌

・
連
歌
の
た
め
に
硯
文
台
が
用
意
さ

れ
た
こ
と
は
見
出
せ
る
。

③

後
土
御
門
天
皇
の
連
歌
会
と

「花
」

『看
聞
日
記
』

の
次
に
、
「
た
て
花
」

の
成
立

に
関
し
て
ま
と
ま

っ
た
記
述
が

見
出
せ
る
古
記
録
を
あ
げ
る
と
、
そ
れ
は

『山
科
家
礼
記
』
な
ら
び
に

『言
国

(
54
)

卿
記
』
で
あ
る
。

『山
科
家
礼
記
』
は
、
応
永
十
九
年

(
一
四

一
二
)
か
ら
明
応
元
年

(
一
四
九

二
)
に
至
る
山
科
家

の
雑
掌
の
日
記
。
欠
損
部
分
も
多

い
が
、
特

に
長
享
二
年

(
一
四
八
八
)
年
か
ら
明
応
元
年

(
一
四
九
二
)
に
か
け
て
の
同
家
雑
掌
大
沢
久

守

の

「た

て
花
」
の
記
事

は
、
場

所

・
器

・
花

材

の
詳
細

を
記

し
、
ま

た

「花
」
を
媒
介
に
し
た
交
遊
を
記
し
て
お
り
、
「花
」

の
史
料
の
白
眉
と
も
い
わ

れ
る
。
ま
た

『言
国
卿
記
』
は
当
該
期
の
山
科
家
当
主
山
科
言
国
の
日
記
で
あ

る
。
山
科
言
国
も
ま
た

「花
」

の
上
手
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

後
土
御
門
天
皇
期

(在
位

一
四
六
四
～

一
五
〇
〇
年
)
の

「花
」

に
つ
い
て
の

　
お
　

論
考
は
、
大
井
ミ
ノ
ブ
ほ
か
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
筆
者
は
、
大
井
氏
の
他
の

追
随
を
許
さ
な

い
博
捜
か
ら
の
論
考
に
多
く
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
両
日
記
を
始

め
と
す
る
山
科
家
の
日
記
を
中
心
に
、
禁
裏

の
状
況
や
山
科
言
国
の
活
動
を
踏

ま
え

つ
つ
も
特
に
大
沢
久
守
の
活
動
に
主
眼
を
置
き
、
「
た
て
花
」
お
よ
び
当

(56
)

該
期
の
社
会
を
考
察
、
さ
ら
に

「
た
て
花
」
の
成
立
に
関
し
て
連
歌
会
と
の
関

わ
り
に
着
目
し
て
考
え
、
連
歌
会

の

「花
」
が

「た
て
花
」

の
成
立
に
大
き
く

(57
)

関
わ

っ
た
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。

ま
た
連
歌
会
と

「花
」
の
考
察
か
ら
、
月
次
連
歌
会
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
た

連
歌
会
は
、
天
神

へ
の
供
花
と
し
て

「花
」
を
置
く

(手
向
け
る
)
場
合
が
多
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たて花

(
58
)

い

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

き

た

。
(59

)

以
下
、
後
土
御
門
天
皇

の
連
歌
会

に
お
け

る

「
花
」
が
、

一
方
で
は
造
形
性

を
示
し
な
が
ら
、
「
天
神
名
号
」
に
対
す
る
供
花
と
し
て
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た

か
に
、
焦
点
を
あ
て
て
み
て
い
き
た
い
。

i

禁
裏
御
法
楽
千
句
連
歌
会
と

「花
」

最
初

に
、
文
明
十
三
年

(
一
四
八

一
)
二
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で

の
三
日
間
行
わ
れ
た
、
後
土
御
門
天
皇
の

「禁
裏
御
法
楽
千
句
連
歌
会
」
と

「花
」

に
つ
い
て
考
え
た

い
。
こ
の

「禁
裏
御
法
楽
千
句
連
歌
会
」
は
、
二
月

二
十
五
日
が
祥
月
命
日
の
菅
原
道
真
す
な

わ
ち
天
神

へ
連
歌
を
手
向
け
る
と
す

る
天
皇
主
催
の
連
歌
会
で
あ
る
。
以
下
、

こ
の
連
歌
会
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い

『言
国
卿
記
』
の
記
事
に
よ
る
と
、

文
明
十
三
年

(
一
四
八
一
)
二
月

二
十
二
日
条

　　
　一

、
明
日
よ
り
御
法
楽
千
句
の
間
、
先
ず
今
夕
事
始
め
な
り
。
御
人
数
各

参
り
候
。
発
句
第
三
ま
で
こ
れ
を
定

め
書
か
せ
ら
る
る
な
り
、
予
並
び
に

元
長
第
三
ま
で
別
紙

に
こ
れ
を
書
く
、

ハ
シ

(欠
損
)
予

に
御
座

(
一
字

欠
損
)
の
花
を
予
に
立
て
さ
せ

(欠
損
)
花
瓶
に
立

つ
る
な
り
、
七
過
よ

り
参
る
、
第
三
ま
で
定
め
ら
る
る
な
り
、
(後
略
)

御
千
句

第

一
何
路
梅

此
神
に
こ
の
花
手
折
た
む
け
哉

御
製

桜
に
が
こ
ふ
水
か
き
窰

)

親
王
御
方

(
*

2

)

う
す
か
す
み
へ
だ

て
ず

(ぬ
)
月
に
野
は
み
え
て

式
部
卿
宮

(以
下
省
略
)

【本
文
校
異
】

『実
隆
公
記
』
(続
群
書
類
従
完
成
会
)
に
よ
れ
ば
、

*
1

「み
つ
か
き
の
雲
」
*
2

「
へ
た
て
ぬ
」
と
あ
る
。

御
法
楽
千
句
連
歌
会
前
日
の
二
十
二
日
に
参
加
者
は
禁
裏

へ
集
ま
り
、
右

に

記
し
た
よ
う
に
発
句
か
ら
第
三
句
ま
で
を
決
め
た
。
発
句
は
後
土
御
門
天
皇
、

脇
句
は
勝
仁
親
王
、
第
三
句
は
邦
高
親
王
、
言
国
も
連
衆
で
あ

っ
た
。
傍
線
部

か
ら
は
欠
損
も
あ
り
断
定
は
で
き
な
い
が
、
言
国
に
よ
り

「花
」
も
連
歌
会
前

日
に
立
て
ら
れ
た
。
「予
に
御
座
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
連
歌
会

の
座

の

「花
」
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第

二
日
目
で
あ
る
二
十
四
日
は
、
午
前
六

時
こ
ろ
五
百
韻
か
ら
始
め
ら
れ
、
八
百
韻
が
夜
に
な

っ
て
終
わ

っ
た
。
言
国
は

そ
の
夜
、
「花
」
を
立
て
直
し
て
い
る
。
「し
ん
」
に
松
を
立
て
、
天
皇
か
ら
こ

と
の
ほ
か
褒
美
を
賜

っ
た
と
い
う
。

百
韻
の
所
要
時
間
は
お
よ
そ
三
時
聞
程
度
と
か
な
り
の
速
さ
で
あ

っ
た
よ
う

で
、
言
国
が
各
百
韻
に
つ
き

一
～
二
句
、
六
百
韻

の
巻
で
は

一
句
も
採

っ
て
も

ら
え
な
か

っ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
付
け
句
を
競
う
も
の
で
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
国
は

「
た
て
花
」
は
得
意
と
し
た
が
、
ほ
か
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の
参
加
者
に
比
べ
連
歌
は
得
意
で
な
か

っ
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
こ
の
連
歌
会
が
何
よ
り
も
法

楽
連
歌
と

い
う
天
神

に
手
向
け
る
も
の
で
あ
り
、
「花
」
が
用
意
さ
れ
た
こ
と

か
ら
設
え
が
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

「天
神
名
号
」
を
は
じ
め
と
す
る
連

歌
会
の
設
え
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
や

は
り
こ
の
場
合
、
「
天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
天
神

へ
の
供
花
と
し

て
の

「花
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
し

か
し

「
た
て
花
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

一
方
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
か
ら
も
、
同
連
歌
会
や
連
歌
会

の

「花
」

に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
記
事
が
見
出
せ
る
。
同
連
歌
会
の
前
々
日
の
二
十

一

日
、
室
町
殿

の
花
瓶
を
借
り
た
こ
と
、
二
十
三
日
、
二
十
四
日
に
禁
裏

へ
梅

の

枝
が
届
け
ら
れ
、
二
十
四
日
は
天
皇
が
そ
の
梅
の
枝
を
花
瓶
に
立

て
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
の
手
遊
び
と
し
て
の

「花
」
が
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
ま
た
こ
の
室
町
殿
の
花
瓶
に
は
、
御
座

に
置
か
れ
た
言
国

の

「花
」
が
立

て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「花
」
か
ら
公
武

の
交
流
が
見
出
せ
る
。

・H

月
次
連
歌
会
と

「花
」

次
に
、
月
次
連
歌
会
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
応
仁

・
文
明
の
乱
終
結
後
、
後

土
御
門
天
皇
は
頻
繁
に
連
歌
会
を
催
す
よ
う

に
な
る
。
同
天
皇
が
禁
裏
で
月
次

連
歌
会
を
始
め
た
の
は
、
文
明
十
年

(
一
四
七
八
)
六
月
二
十
五
日
と
考
え
ら

れ
る
。
二
十
五
日
を
定
例

の
日
と
決
め
た
の
は
、
菅
原
道
真
の
祥
月
命
日
で
あ

っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
六
月
二
十
五
日
は
菅
原
道
真
の
生
誕
日
で
あ

っ

た
。『山

科
家
礼
記
』

『言
国
卿
記
』
に
は
、
山
科
家
当
主
山
科
言
国

・
同
家
雑
掌

大
沢
久
守
ら
が
、
禁
裏
月
次
連
歌
会

に

「花
」
を
立
て
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
詳
細
な

「花
」
の
記
録

は
、
『山
科
家
礼
記
』
長
享

二
年

(
一
四
八

八
)
正
月
十
日
条

に
始
ま
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
同
年
正
月

二
十
五
日
条
を

み
て
い
き
た
い
。

(
61
V

(
マ
マ
)

一
、
今
朝
立
花
御
用
に
禁
裏
に
参
り
候
な
り
。
御
学
文
所
棚
上
の
心
は
松
、

　
マ
マ
　

中
は
梅
、
あ
か
み
ど
り
、
同
所
故
銅
の
御
花
瓶
、
心
は
梅
株
添

へ
候
、

右
黄
梅
、
左
も
梅
、
黒
戸

の
心
は
松
、
左
は
紅
梅
、
蕗
、
あ
か
み
ど

り
、
小
御
所
は
梅
、
紅
梅
、
左
は
ヒ
バ
の
葉
な
り
、
下
草
は
金
盞
花

な
り
。

し
ん

御
学
問
所
と
小
御
所

の

「心
」
に
梅
が
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
か

に
松
の

「
心
」
も
使

っ
て
い
る
。
連
歌
の
神
様
と
さ
れ
る
菅
原
道
真
と
梅
は
、

菅
原
道
真
が
大
宰
府

に
左
遷

さ
れ
て
家
を
出
る
時
、
「
東
風
吹

か
ば
匂

ひ
お
こ

せ
よ
梅

の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
な
忘
れ
そ
」
(
一
説
に
、
「春
を
忘
る
な
」)
と

詠
ん
だ
梅
の
木
が
、
道
真

の
い
る
筑
紫
ま
で
飛
ん
で
そ
の
庭
に
生
え
匂

っ
た
と

い
う
飛
梅
の
故
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
縁
深

い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

現
在
、
太
宰
府
天
満
宮

の
庭
に
は
、
こ
の
飛
梅

の
伝
説
に
基
づ
く
梅
の
木
が
、
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たて花

新
春
他
の
梅

の
木
に
さ
き
が
け
て
咲
き
匂

っ
て
い
る
。
同
年
同
月
十
日
条

に
お

い
て
も
、
「心
」
に
松

の
ほ
か
梅
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
連
歌
会
の

「
た
て
花
」

の
場
合
に
は
、
季
節
の
花
材
、
禅
僧
を
は
じ
め
と
す
る
梅
の
愛
好
と
い
う
理
由

の
ほ
か
に
、
特

に
連
歌
会
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
菅
原
道
真
と
梅
と
の
関
係

に

(
62
)

ち
な
ん
で
梅
が

「心
」
と
し
て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
松

に
つ
い
て

も
、
老
松
の
伝
説
と
の
関
係
も
ひ
と

つ
に
は
あ
ろ
う
が
、
長
寿
や
慶
賀
を
象
徴

す
る
も
の
と
し
て
、
常
緑
の
花
材
と
し
て
四
季
を
通
し
て
使
用
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
記
事
か
ら
、
七
夕
花
合
の
仙
翁
花
や
、
伏
見
宮
家

月
次
連
歌
会
の

「
天
神
名
号
」
に
対
す
る
供
花

の
記
事
と
異
な
り
、
「心
」
「下

草
」
の
ほ
か
に

「右
」
「左
」
な
ど
の
用
語
が
見
出
さ
れ
、
「花
」
に
確
実
な
造

形
性
が
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
月
次
連
歌
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
天

神
に
対
す
る
供
花
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
充
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

こ
に
お
い
て
も
や
は
り
設
え
に
つ
い
て
は
記

さ
れ
て
い
な

い
。

一
方
、
こ
の
よ
う

に

「心
」
「下
草
」
「右
」
「左
」
な
ど
の
用
語
が
見
出
さ

れ
る
こ
と
は
、
十
六
世
紀
後
期

『天
正
十

八
年
毛
利
亭
御
成
記
』
『文
禄

三
年

前
田
亭
御
成
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
「
花
」
の
み
が
独
立
し
て
立
て
ら
れ

(
63
)

る
よ
う
に
な
る
前
段
階
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

…m

花
立
て
の
連
歌

後
土
御
門
天
皇
期
の

「花
」
を
記
す
記
録
と
し
て
山
科
家
の
日
記

の
ほ
か
、

清
涼
殿
内

の
御
湯
殿
の
上
に
祗
候
し
、
天
皇
の
側
近
に
奉
仕
し
た
女
官
の
日
記

で
あ
る

『
お
湯
殿

の
上
の
日
記
』
が
あ
る
。
欠
損

は
あ
る
も

の
の
文
明
九
年

(
一
四
七
七
)
以
降
江
戸
末
期
ま
で
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。

こ
の
日
記
の
特

に
明
応
八
年

(
一
四
九
九
)
こ
ろ
の
記
事
か
ら
、
禁
裏

で

一

ヶ
月
に
十
日
ほ
ど
、
ま
さ
に
三
日
に
あ
げ
ず
連
歌
を
巻

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
連
歌

の
記
事
と
と
も
に
、
禁
裏

に

「
た
て
花
」
が
立
て
ら
れ
た
記
事

や
、
花
材
が
届
け
ら
れ
た
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
単
に

「連
歌
」
と
の

み
記
さ
れ
た
記
事
が
、
明
応
九
年

(
一
五
〇
〇
)
に
入
る
と
突
然
、
次

の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

正
月
二
十
三
日
条

「
は
な
の
御
れ
ん
歌
」

正
月
二
十
五
日
条

「
い
つ
も
の
御
れ
ん
歌
」

二
月
三
日
条

「花
た
て
の
御
連
歌
」

二
月
八
日
条

「花
の
御
連
歌
」

二
月
十
三
日
条

「
は
な
の
御
れ
ん
歌
」

二
月
二
十
五
日
条

「
い
つ
も
の
御
れ
ん
歌
」

各

二
十
五
日
の

「
い
つ
も
の
御
れ
ん
歌
」
は
後
土
御
門
天
皇
の
月
次
連
歌
会

で
あ
る
。
連
歌
会

の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
月
次

の
場
合
、
そ
の
内
容
は

周
知

で
あ

っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

「花
の
御
連
歌
」
「花
た

て
の
御
連
歌
」
は
、
頭
役
や
発
句

の
者
が
記
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
月
次
の
場
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合
は
頭
役
や
発
句
は
前
も

っ
て
決
ま

っ
て
い
る
た
め
、
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
は
臨
時
に
行
な

わ
れ
た
連
歌
会
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
月
次
連
歌
会
と
は
別
に
、
「花
」
と
関
わ
り
を
持

つ
連
歌
会
が
ひ
と
月

に
数
回
催
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
「花
立
て
の
連
歌
」
は
か
ね
て
か
ら
大
井
ミ
ノ

ブ
、
村
井
康
彦
ら
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な

く
、
た
だ
、
装
飾
的
な
た
て
花
が

　　
　

立
て
ら
れ
た
連
歌
会
と
い
う
意
味

に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
高
恭
ら

　
お
　

の
論
考
か
ら
は
、
こ
の
連
歌
は
北
野
法
楽
連
歌
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「花
た
て
の
御
連
歌
」
と
い
う
言
葉

が
記
さ
れ
た

『
お
湯
殿
の
上
の
日

記
』
二
月
三
日
条
を
み
る
と
、

　が
　

三
日
。
花
た
て
の
御
連
歌
、
た
め
さ
ね
頭
。
こ
の
度
は

一
色

つ
〉
ま
い
り

て
天
神
の
御
前

に
置
か
れ
て
、
果
て
》
く
は
う
。
わ
た
く
し
御
賞
翫
あ
り

て
御
茶
を
ま
い
る
。
供
御
、
宮
の
御
か
た

へ
は
神

へ
ま
い
ら
ぬ
先
に
取
り

て
置
か
る
〉
。
早
早
と
果
て
〉
め
て
た
し
。

い
首
座
梅
の
枝
ま
い
る
。

た
め
ざ
ね
が
頭
役
、
酒

の
肴
が

一
色
ず

つ
天
神

の
前

に
置
か
れ
た
。
直
会
は

早
く
済
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
「天
神
」
と
縁

の
あ
る
連
歌
会

で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
連
歌

の
あ
と
で

「御
茶
」
が

な
さ
れ
て
い
る
。
「く
は
う
」
と

は
公
方
で
あ
ろ
う
か
。

一
方

「花
た
て
の
御
連
歌
」
の
内
容
を
知
る
史
料
は
見

出
せ
な
い
。
し
か
し
北
野
法
楽
連
歌
と
し
て
行
な
わ
れ
た
連
歌
会
で
あ
れ
ば
、

天
神
画
な
り
、
「
天
神
名
号
」
が
掛

け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
供
花
と
し
て

の

「花
」
が
そ
こ
に
置
か
れ
た
可
能
性
が
高

い
。

一
方
、
供
花
で
あ
り
な
が
ら
も

「花
た
て
」
と
言
う
限
り
は
や
は
り
、
造
形
性
を
帯
び
た
い
わ
ゆ
る

「
た
て
花
」

で
あ

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
「花

の
御
連
歌
」
は
、
頭
役

の
名
前

の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
ば

か
り

で
、
そ
の
ほ
か
の
こ
と
は
何
も
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
少
な
く

と
も
、
北
野
法
楽
連
歌
と
考
え
ら
れ
る

「花
た
て
の
御
連
歌
」
と
は
、
異
な
る

趣
向
の
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
頭
役
が
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
月
次
連
歌
会
に
準
じ
た
連
歌

会
の
設
え
、

い
わ
ゆ
る

「天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
、
「花
」
が
立
て
ら
れ
た

可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
そ
の

「花
」
は
、

こ
の
連
歌
会
が
と
り
わ
け

「花
の

連
歌
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
造
形
性
を
帯
び
た

「花
」

い
わ
ゆ

る

「
た
て
花
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

残
念
な
が
ら

『言
国
卿
記
』
は
明
応
九
年

(
一
五
〇
〇
)
の
記
録
が
残

っ
て

お
ら
ず
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
と
記
事
を
照
合
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

し
か
し
そ
の
二
年
前

の

『言
国
卿
記
』
明
応
七
年

(
一
四
九
八
)
四
月
二
日
条

の
記
事
は
、
次

の
よ
う
な
連
歌
会
と

「
花
」
を
記
し
て
い
る
。

　れ
　

一
、
今
日
御
会
に
早
旦
祗
候
を
は
ん
ぬ
。
先
ず
予
に
御
学
問
所
の
花
を
立

て
さ
せ
ら
れ
を
は
ん
ぬ
。
御
会

の
花
な
り
。
則
ち
御
連
歌
御
会
始
ま
る
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たて花

な

り

。

親

王

御

方

(勝
仁
親
王
)御

出

座

、

祗

候

す

る

輩

按

察

(綾
小
路
俊
量
)

・
予

・
万

里

小

路

中

納

言

(勧
修
寺
経
郷
)
・
甘

露

寺

中

納

言

(元
長
)
・
新

宰

相

中

将

(庭
田
重
経
)
・
守

光

朝

臣

(広
橋
)
・
永

宣

朝

臣

(冷
泉
)
・
執
筆
済

継

朝

臣

(姉
小
路
)
・
賢

房

(万
里
小
路
)
・
為

学

(五
条
)
等

な

り

。

御

会

の
半

ば

に

御

銚

子

出

さ

れ

を

は

ん

ぬ

、

(後
略

)

連
歌
会
当
日
、
最
初

に
、
「花
」
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
連
衆
の

一
人
と

し
て
、
あ
る
い
は

「花
」
を
得
意
と
す
る
者

と
し
て
、
言
国
が

「花
」
を
立
て

さ
せ
ら
れ
、
連
歌
を
お
こ
な
い
つ
つ
酒
宴
を

し
て
い
る
。
連
歌
会
を
始
め
る
前

に
立

て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
「花
」
を
立
て

る
時
間
を
必
要
と
し
な

い
、
「し

ん
」
と

「下
草
」
を
主
と
す
る
簡
素
な

「た

て
花
」

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
日
と
い
う
日
か
ら
、
禁
裏
月
次
連
歌
会

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者

の

推
測
で
は
、
「
天
神
名
号
」
は
掛
け
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
理
由

は
、
小
振
り

の
簡
素
な

「
た
て
花
」
を
置
く
理
由
と
し
て
最
も
納
得

で
き
る
の
は
、
天
神
供

花
と
し
て
の

「花
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
楽
し
む
な
ら
ば
と
も
か
く
、

多
人
数
が
集
ま
る
催
し
で
小
振
り
の
簡
素
な

「た
て
花
」
は
、
そ
れ
の
み
で
は

観
賞
に
物
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
後
土
御
門
天
皇
は
同
年
九
月
二
十

八
日
崩
御
。
「花
た
て
の
御
連
歌
」

「花

の
御
連
歌
」
と
い
う
言
葉
は
、
右
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
、
後
土
御
門
天
皇
期
の
連
歌
会
の

「花
」
が
、
天
神

の
供
花
と
し
て
ど

の
よ
う
で
あ

っ
た
か
を
念
頭
に
置

い
て
考
察

し
た
。
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て

き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
お
よ
そ

一
四
八
○
年
以
後
、
「花
」
が
確
実

に
造
形
性
を
帯
び
、
天
神
の
供
花
と
い
う
存
在
か
ら
独
立
し
て
い
く
様
子
が
見

出
せ
る
。
し
か
し

一
方
で
、
後
土
御
門
天
皇

の
連
歌
会

の

「花
」
が
、
天
神
の

存
在
か
ら
独
立
す
る
も
の
に
は
な

っ
て
い
な
い
こ
と
も
見
出
せ
る
。

2

将
軍
家

次
に
、
将
軍
家
に
お
け
る
連
歌
会
と

「花
」

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

①

足
利
義
教
期
の
連
歌
会
と

「花
」

(68
)

す
で
に
足
利
義
教
期
の
連
歌
会
に
つ
い
て
は
、
種

々
の
論
考
が
あ
る
。
し
か

し
連
歌
会
に
お
け
る

「花
」
に
つ
い
て
は
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
、

連
歌
会
の

「花
」
の
あ
り
よ
う
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
み
て
い
き
た
い
。

i

月
次
連
歌
会
と

「花
」

足
利
義
教

(以
下
、
義
教
と
記
す
)
の
六
代
将
軍
就
任
は
、
正
長
二
年

(
一
四

二
九
)
三
月
十
五
日
、
同
年

(永
享
元

・
一
四
二
九
)
十

一
月
十
三
日
、
義
教
邸

新
造
会
所
が
完
成
、
翌
永
享

二
年

(
一
四
三
〇
)
正
月
十
九
日
、
こ
の
新
造
会

所
で
、
義
教
の
六
代
将
軍
就
任
後
初
の
連
歌
会
が
盛
大
に
開
か
れ
た
。

(69
)

(70

)

『満
済
准
后
日
記
』
を
読
む
と
、
満
済
は
こ
の
連
歌
会
を
、
「千
載

一
遇
也
。

希
代
厳
重
御
会
。
以
筆
舌
難
演
与
。
珍
重
々
々
。」
と
記
し
て
お
り
、
と
り
わ

け
盛
大
で
厳
か
な
連
歌
会

で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
元
来
同
日
記
に
は
、
七
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夕
に
仙
洞
御
所
で
催
さ
れ
る

「花
合
」

に

「
花

一
瓶
」
を
出
し
た
こ
と
の
ほ
か

は
、
『看
聞
日
記
』
の

「花
座
敷
」
の
ご
と
く
、
観
賞

の
た
め
の

「花
」
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
植
栽
に
関
す
る
記
事
も
見
出
せ
な
い
。

し
か
し
会
所

の
座
敷
飾
り
は
盛
大
で
厳
か
な
も
の
で
あ

っ
た
と
記
し
て
お
り
、

後
に
述

べ
る
永
享
二
年

(
一
四
三
〇
)
三
月
十
七
日
の
義
教
醍
醐
寺
御
成
の
場

合
以
上
に
、
贅
を
尽
く
し
た
座
敷
飾
り
が
な

さ
れ
、
そ
こ
に

「花
」
も
入
れ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら

に
、
六
代
将
軍
就
任
後
初

の
連
歌
会

か
ら
三
日
後

の
正
月
二
十
二
日
、

翌
月
か
ら
毎
月
十
日
に
月
次
連
歌
会
を
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
二
月
十
日
を

初
め
と
し
て
幕
府
月
次
連
歌
会
は
始
め
ら
れ
た
。
幕
府
連
歌
会
を
月
次

に
開
催

し
た
の
は
義
教
が
最
初
で
あ

っ
た
。

『満
済
准
后
日
記
』

に
お
い
て
、
永
享

二
年

(
一
四
三
〇
)
二
月
十
日
条
以
降
、

幕
府
月
次
連
歌
会

の
記
事
を
み
て
も
、
連
歌
会
の
設
え
に
関
す
る
記
事
は
見
出

せ
な
い
。
し
か
し
す
で
に
応
永
二
十
六
年

(
一
四
一
九
)
に
、
伏
見
宮
家
月
次

連
歌
会
で

「
天
神
名
号
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
応
永
三
十

一
年

(
一

四
二
四
)
正
月
二
十
五
日
、
青
蓮
院
門
跡

の
正
月
連
歌
始
に
お
い
て
は
、
故
足

利
義
満
の
筆
に
な
る

「天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
教
の

月
次
連
歌
会

に
お
い
て
も
、
天
神
画
な
い
し

は

「
天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
、

そ
の
前
に

「花
」
や
香
炉
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

i

醍
醐
寺
御
成
の
連
歌
会
と

「花
」

満
済
の
住

む
醍
醐
寺
金
剛
輪
院
に
新
し
く
会
所
が
造
ら
れ
た
。
『満
済
准
后

日
記
』
永
享

二
年

(
一
四
三
〇
)
三
月
十
七
日
条
は
、
お
り
し
も
桜

の
頃
、
義

教

の
花
見
御
成

の
た
め
、
そ
の
会
所

に
前
日
の
十
六
日
か
ら
設
え
が
な
さ
れ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　ロ
　

十
六
日
。
雨
。
室
町
殿
よ
り
会
所
置
物
、
御
絵
七
幅
、
小
盆
三
枚
、
古
銅

三
旦
ハ足
、
同
香
合
文
梅
、
花
瓶

一
対
甘
子
口
古
銅
、
同
卓

二
唐
、
草
花
瓶

一
古
、
同
卓
唐
木
、
小
壺

一
、
食
籠

一
、
硯

一
面
竹
節
ヲ
帯
ニ
ス
、
水
入

馬
形
、
筆
架

竜
、
小

刀
、
筆

墨
各

一
、
軸
物

一
絵
羅
漢
、
鉢
茶
竹
節
二
、

同
石
二
、
水
瓶

一
古
、
以
上
色
々
を
以
て
立
阿
弥
こ
れ
を
送
り
下
さ
れ

を
は
ん
ぬ
。
祝
着
眉
目
此
事
々
々
。
立
阿
に
二
千
疋
こ
れ
を
賜
ふ
る
な

り
。
立
阿
奉
行
せ
し
む
る
置
物
共
悉
く
こ
れ
を
置
く
。
こ
れ
を
飾
り
を

は
ん
ぬ
れ
ば
罷
り
帰
る
な
り
。
会
絵
以
下
大
略
今
日
周
備
し
を
は
ん
ぬ
。

(以
下
省
略
)

こ
の
記
事
か
ら
、
将
軍
家
か
ら
の
使
者
立
阿
弥
に
よ

っ
て
会
所
飾
り
の
置
物

が
運
ば
れ
て
設
え
ら
れ
、
御
成
り
の
準
備
が
調
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
飾
り
の
な
か
に
は
、
胡
銅
三
具
足
、
花
瓶

一
対
、
草
花
瓶

一
が
含
ま
れ
、
そ

こ
に
は
草
花
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で

室
礼
の

一
部
で
あ

っ
て
、
と
り
わ
け

「花
」
に
視
線
が
注
が
れ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
続

い
て
御
成
り
当
日
の
様
子
を
み
る
と
、
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たて花

(72
)

十
七
日
。
雨
。
今
日
将
軍
花
御
覧
の
た
め
御
入
寺
。
雨
中
長
途
旁
ら
眷
手

光
儀

の
処
、
且
つ
祝
着
。
先
ず
新
造
会
所
に
お
い
て
御
三
ツ
盃
こ
れ
在

り
。
綾
五
重
、
盆
、
香
合
梅
こ
れ
を
進
む
。
予

一
人
対
合
申
し
を
は
ん

ぬ
。
そ
の
後
予
は
退
出
、
御
膳
等
聊

か
御
休
息
、
そ
の
後

一
献
。
大
名

八
人
御
前

に
着
座
。

降

(中
略
)

御
連
歌
こ
れ
在
り
。
摂
政
参
会
申
さ

る
る
な
り
。
御
発
句
将
軍
御
沙
汰
。

と
を
く
問
ふ
か
ひ
あ
る
花
の
さ
か
り
哉

千
代
も
な
れ
見
ん
松
と
桜
木

三

池
水
の
月
も
し
つ
か
に
春
す
み
て

二

(以
下
省
略
)

主
賓
で
あ
る
義
教

の
発
句
は
花
見
御
成
り

に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
が
詠
ま
れ
、

亭
主
で
あ
る
三
宝
院
満
済
は
脇
句

で
そ
の
内
容
を
う
ま
く
受
け
て
い
る
。
第
三

句

は
摂
政
二
条
持
基

で
あ
る
。
饗
応

と
連
歌
会
の
間

(「中
略
」
と
し
た
部
分
)

に
は
、
主
客
相
互
の
贈
答
が
あ
り
、
酒
肴
が
振
舞
わ
れ
、
同
寺
地
蔵
院
で
花
見

が
催
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
室
礼
や

「花
」
に
は
関
心
は
向

け
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
連
歌
会
の
た
め
の
設
え
や

「花
」
が
用
意
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
設
え
の
な
さ
れ
た
会
所
で
御
成
り
の
儀
式
後
、
連
歌
会
が
催
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
連
歌
会
空
間

に
座
敷
飾
り
の

一
部
分
と
し
て

「花
」
が
存
在
し

た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
か
ら
連
歌
会
に
お
け
る

「花
」
を
明
確
に
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。

②

足
利
義
政
幕
府
連
歌
会
と

「
花
」

足
利
義
政

(以
下
、
義
政
と
記
す
)
期
以
降
の
幕
府
連
歌
会

と

「
花
」
に
つ

い
て
は
、
本
稿

「
は
じ
め
に
」
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
葉
阿
弥

の
存

在
が
検
討
さ
れ
ず
、
先
行
研
究
も
見
出
せ
な
い
。

以
下
、
み
て

い
く
と
、
『山
科
家
礼
記
』
応
仁

二
年

(
一
四
六
八
)
正
月
二

　ヨ

十
八
日
条

は
、
幕
府
の

「御
連
歌
始
」
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
『後
鑑
』
に

当
日
の
百
韻
の
賦
物
が

「
山
何
」
で
あ

っ
た
こ
と
、
義
政
が
詠
ん
だ
発
句
な
ど

も
記
さ
れ
て
い
る
。

花
や
星
霜
を
ふ
る
木
の
宿

の
梅

桐

よ
も
に
さ
く
ら
の
さ
か
り
ま

つ
こ
ろ

「桐
」
は
義
政

の
こ
と
で
あ
る
。
『後
鑑
』
に
お
け
る
義
政
亭

「御
連
歌
始
」

の
記
事
は
、
文
正
二

・
応
仁
元
年

(
一
四
六
七
)
正
月
二
十
八
日
に
始
ま
り
、

文
明
八
年

(
一
四
七
六
)
正
月
二
十
八
日
ま
で
と
な

っ
て
い
る
。
応
仁

・
文
明

の
乱
の
時
期
と
義
政
亭

「御
連
歌
始
」
の
開
催
時
期
が
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
義
政
の
連
歌
会
興
行
と
戦
乱
の
間
に
関
連
性
が
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
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れ
る
。

一
方
、
応
仁
の
乱
以
後
の
将
軍
家
の
き
ま
り
を
記
し
た

『殿
中
規
式
』
に
、

連
歌
会
や

「花
」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
享
禄

三
年

(
一
五
三
〇
)
二
月
九
日
の
奥
書
を
持

つ
。

御
連
歌
拜
御
鞠
之
事

(
74
)一

御
連
歌
は
年
始
正
月
廿
八
日
御
春
御
座
候
て
、
御
月
次
御
会

は
御
座
無

く
候
。
但
何
時
も
遊
ば
さ
れ
候
事
、

又
勿
論
御
儀
に
て
候
。
次
御
ま
り

は
年
始
正
月
十
六
日
に
て
御
座
候
。
是
も
御
月
次
に
て
は
御
座
候
は
で

何
時
も
遊
ば
さ
れ
候
。

一
御
連
歌
の
御
会
な
ど
の
時
、
御
座
敷

に
花
な
ど
立
て
ら
れ
候
事
、
前
々

の
御
会
に
は
見
申
候
は
ず
候
。
然
る

に
二
月
二
十
五
日
細
川
右
京
大
夫

宅

に
お

い
て
の
御
会

の
事
、
御
所
を

う

つ
さ
る

〉
御
会

に
て
候

に
、

亦

々
花
を

い
か
に
も
か
う
さ
う

(豪
壮
)
に
立
な
し
候
間
、
御
前

に
て

も
勿
論
の
御
事
候
、
然
は
葉
阿
に
立
さ
せ
ら
れ
候
べ
き
御
事
候
。
代
々

役
々
と
存
候
。

(
75
)一

天
神
又
は
名
号
な
ど
か
け
ら
れ
候
は
ん
事
は
別
て
子
細
御
座
候
。
御
時

は
さ
や
う
に
も
御
ざ
候
は
ん
と
存
じ
候
。

右

の
記
事
か
ら
、
将
軍
家
に
お
い
て
応
仁

の
乱
以
後
、
正
月
の
連
歌
始
め
は

あ

っ
た
も
の
の
、
月
次
連
歌
会
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し

連
歌
会
は
随
時
行

っ
て
も
よ
い
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「た
て
花
」

に
つ
い
て
、

い
つ
頃
の
こ
と
か
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
以
前
は
立
て
ら
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
応
仁

の
乱
以
後
、
連
歌
会

に
立
て
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
い
か
に
も
か
う
さ
う

(豪
壮
)
に
立
な
し
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
仁

の

乱
以
後
の
将
軍
家
連
歌
会
に
立
て
ら
れ
た

「花
」
が
供
花
と

い
う
よ
り
も
、

「花
」
そ
の
も
の
が
観
賞

の
対
象
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
幕
府

連
歌
会
の

「花
」
は
、
代
々

「葉
阿
」
と
い
う
も
の
が
に
な

っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
し
か
し
こ
の

「葉
阿
」
と

い
う
名
は
、
管
見

の
限
り

で
は
あ

る
が
、

『殿
中
規
式
』
以
外
に
は
み
い
だ
せ
な
い
。

ま
た
、
将
軍
家

の
連
歌
会
に

「天
神
名
号
」
を
掛
け
る
こ
と
が
あ

っ
た
こ
と

も
わ
か
る
。
「
子
細
御
座
候
」
か
ら
は
、
連
歌
会

の
設
え
に
関
し

て
、
な
ん
ら

か
の
手
引
書
が
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
す
で
に

『山
科
家
礼
記
』
か
ら
応
仁

の
乱
以
後
、
幕
府
奉
行
人
が

「花
」
に
携
わ

っ
て
い
た
こ
と
や
天
皇
、
将
軍
家
、

公
武
寺
社
等
の
間
で
花
材

の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
し
て

(76
)

い
る
。

以
上
、
こ
こ
で
は
葉
阿
弥

の
存
在
な
ど
、
こ
れ
ま
で
考
察
さ
れ
る
こ
と
の
な

か

っ
た
将
軍
家

の
連
歌
会
と

「花
」

の
関
係
に
注
目
し
た
。
応
仁

の
乱
以
後
、

造

形
性
を
深
め

た

「
花
」
が
連
歌
会

に
お
か
れ
た
こ
と

か
ら
、
将

軍
家

の
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たて花

「花
」
の
あ
り
よ
う
が
、
禁
裏
と
同
様
の
様
相
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
そ
こ
に
天
神
画
や

「
天
神
名
号
」
が
掛
け
ら
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

③

立
阿
弥
と

「花
」

こ
れ
ま
で
将
軍
家

の

「花
」
は
、
台
阿
弥
、
葉
阿
弥

の
存
在
が
見
出
さ
れ
る

(77
)

も
の
の
、
ひ
と
り
立
阿
弥
が

に
な

っ
て
き
た
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
き
た
。

(
78
)

そ
の
立
阿
弥
は
、

『長
禄

二
年
以
来
申
次

記
』
以
降
の
古
記
録

に
、
代
々
立

阿
弥
が
、
禁
裏

へ
献
上
す
る
七
夕
の

「花
」
を
立
て
る
役
割
を
に
な

っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
次
の
二
つ
の
記
事
を
も

っ
て
性
格
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

一
つ
は
義
教
期

の
肖
満
済
准
后
日
記
』
永
享
二
年

(
一
四
三
〇
)
三

月
十
六
日
条
、
醍
醐
寺
新
造
会
所
の
座
敷
飾
り
を
奉
行
し
た
人
物
、
も
う

一
つ

(
79

)

は
義
政
期

の

『蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
二
月
十
日
条
、
義

政
か
ら
病
気
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
呼
び

出
さ
れ
て

「花
」
を
立

て
さ
せ
ら

れ
、
み
ご
と
褒
美
を
与
え
ら
れ
た
ほ
ど
の

「花
」
の
上
手
と
い
う
人
物

で
あ
る
。

さ
ら
に
古
記
録
に
お
け
る
登
場
期
間
か
ら
、
最
低
二
人
が
存
在
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
義
教
期

の
立
阿
弥
は
座
敷
飾
り
、
義
政
期
の
立
阿
弥
は

「花
」
の
上
手
と
い
う
相
違
が
あ
り
、
ま
た

こ
の
二
人

の
立
阿
弥
の
登
場
が
五

十
六
年
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
別
人
で
あ
ろ
う
と
す
る

一
方

で
、
あ
た
か
も

一

人
の
人
間
が
、
座
敷
飾
り
と

「花
」
を
立
て
る
こ
と
の
両
方
が
得
意
な
人
物
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
台
阿
弥
は
、
立
阿
弥
が
留
守
で

「花
」
を
立
て
ら
れ
な
い
場
合
に
立
て

る
人
物
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
本
稿

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う

に

『殿
中
規
式
』
か
ら
、
連
歌
会
の

「花
」
を
立

て
た
と
い
う
葉
阿
弥
の
存
在

が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
阿
弥
と
な
ら
べ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

以
下
、
義
教
期
、
義
政
期
に
わ
け
て
立
阿
弥
の
存
在
を
考
察
し
、
台
阿
弥
、

葉
阿
弥

の
存
在
を
踏
ま
え
、
立
阿
弥

の

「花
」
、
ひ
い
て
は
将
軍
家

の

「花
」

を
考
え
た

い
。

i

義
教
期

義
教
の
将
軍
就
任
は
正
長
二
年

(
一
四
二
九
)
三
月
十
五
日
で
あ
る
。
ま
た

立
阿
弥
が
座
敷
飾
り
を
奉
行
し
た
こ
と
は
、
永
享
二
年

(
一
四
三
〇
)
三
月
十

六
日
条

に
見
出
せ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
義
教
の
将
軍
就
任
お
よ
そ

一
年
で
、

立
阿
弥
は
座
敷
飾
り
の
大
役
を
仰
せ
つ
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
座

敷
飾
り
の
大
役
を
こ
な
す
た
め
の
修
練
の
時
間
を
考
慮
す
る
と
、
立
阿
弥
は
あ

る
程
度
長
い
期
間

に
わ
た

っ
て
将
軍
家
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す

る
と
こ
の
立
阿
弥
が
、
立
阿
弥

の
初
出
記
事
と
思
わ
れ
る
応
永
二
十
五
年

(
一

四

一
八
)
八
月
十
八
日
条
に
見
出
せ
る
義
持
期

の
人
物
と
、
同

一
で
あ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
正
月
十
四
日
条

に
見
え

る
息
子
小
遁
の
存
在
か
ら
、
こ
の
立
阿
弥
は

一
四
〇
〇
年
前
後
の
生
ま
れ
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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立
阿
弥

の
座
敷
飾
り
に
関
し
、
義
教
が
花

見
に
出
向
き
、
そ
の
後
室
内
に
移

り
連
歌
会
を
催
し
た
こ
と
は
、
『満
済
准
后

日
記
』
に
い
く

つ
か
書
き
留
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
同
日
記
の
な
か
で
、
座

敷
飾
り
が
こ
の
よ
う
に
詳
細
に
記

さ
れ
る
の
は
、
他
の
箇
所
で
は
見
出
せ
な
い
。

こ
こ
で
、
満
済
が
立
阿
弥
の
座
敷
飾
り
を
詳
細
に
記
し
た
の
は
、
義
教
の
花

見
御
成
り
の
た
め
で
は
な
く
、
満
済
の
醍
醐
寺

「新
造
会
所
」
の
お
披
露
目
で

あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
満
済

の

「新
造
会
所
」
に
対
す
る
思
い
入

れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
黒
衣
の
宰
相
満
済
の
新
造
会
所

へ
の
義
教
の
御
成

り
の
座
敷
飾
り
を
担

っ
た
立
阿
弥
は
、
当
時

の
そ
の
道

の
第

一
人
者
で
あ

っ
た

と
想
像

で
き
る
。

同
日
記
か
ら
立
阿
弥
の
職
掌
を
見
て
い
く
と
、
智
阿
弥
、
用
阿
弥
、
木
阿
弥
、

作
阿
弥

の
職
掌
が

「御
使
」
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
立
阿
弥
は

「取
次
ぎ
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
「御
使
」
は
将
軍
家

の
用
件
を
伝
え
た
り
、

「御
書
」
を
届
け
た
り
す
る
役
目
で
あ
る
が
、

「取
次
ぎ
」
は
将
軍
家

の
執
務
業

(80

)

(
81
)

(82

)

務
で
あ
る
。
立
阿
弥
に
よ

っ
て
案
文
進
上
、
申
し
入
れ
、
折
の
進
上
な
ど
が
義

教

に
取
次
が
れ
て
い
る
。
立
阿
弥
に
し
て
も

「御
使
」
の
場
合
も
あ
る
が
、
そ

の
場
合
ほ
か
の

「阿
弥
」

の
よ
う
に
書
状
や
用
件
を
伝
え
る
も
の
で
な
く
、
練

貫
や
五
重
盆
、
香
合
な
ど
を
届
け
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
代
価
と
し
て
千
疋

(83

)

が
満
済
か
ら
渡
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の

「阿
弥
」

の
場
合
は
、
も
し
も
渡
さ
れ

(84
)

た
と
し
て
も
通
常
二
百
疋
で
あ

っ
た
こ
と
を

み
る
と
、
立
阿
弥
が
こ
と
の
ほ
か

重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
禅
僧
で
連
歌
師
の
瑞
禅
と
満
済
は
妙
法
院
で
対
面
し
て
い
る
が
、
こ

(85
)

れ
は
立
阿
弥
の
吹
挙
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
瑞
禅
は
将
軍
家
月
次
連
歌
会
宗

匠
の
承
祐
と
並
び
称
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
と
立
阿
弥
は
接

触
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
立
阿
弥
が
か
な
り
教
養
の
あ
る
人
物
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
立
阿
弥
が
旦
ハ体
的
に

「
花
」
を
扱

っ
た
記
事
は

見
出
せ
な
い
。
こ
の
時
期

の

「花
」
の
様
態
は
、
同
時
期
の
古
記
録
で
.「花
」

・
に
関
す
る
記
事

の
多
い

『看
聞
日
記
』

に
お
い
て
み
て
も
、
花
材

に
全
く
関
心

が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
花
瓶

(唐
物
)
に
関
心
が
向
け
ら
れ

(
86
)

て

い
る

と

い

う

こ

と

は
否

め

な

い
。

こ

の
よ

う

な

「
花

」

の
あ

り

よ

う

の

な

か

(87
)

で
、
義
教
期
の
立
阿
弥
を

「花
」
の
名
人
と
位
置
づ
け
る
こ
と
自
体
に
無
理
が

あ
ろ
う
。

ま
た

『満
済
准
后
日
記
』
に
は
多
く

の

「阿
弥
」
が
登
場
す
る
が
、
義
持

期

・
将
軍
空
位
期
に
記
さ
れ
た

「阿
弥
」
の
職
掌
が
、
護
持
僧
満
済
に
関
わ
る

も
の
で
あ

っ
た
の
に
く
ら
べ
、
義
教
期
に
記
さ
れ
た

「阿
弥
」

の
職
掌
は
、
将

軍
家
執
務
に
関
す
る
も

の
と
み
ら
れ
る
。
将
軍
と
満
済
を

つ
な
ぐ

「阿
弥
」

の

役
割

か
ら
、
満
済
の
護
持
僧
と
し
て
の
役
割
が
、
執
務
を
も
担
う
者
と
し
て
の

立
場
に
変
化
し
た
こ
と
が
見
出
せ
る
。
そ
し
て
義
教
期
の
立
阿
弥
が
、
将
軍
家

執
務
の
中
枢

に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
『蔭
凉
軒
日
録
』
(季
瓊
真
蘂
筆
録
)
の
義
教
期

(日
録
現
存
期
間

・
永

享
七
年
～
永
享
十
二
年
)
の
記
事
を

み
る
と
、
義
教
と
季
瓊
真
蘂
の
間

の

「御
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たて花

使
」
「
取
次
ぎ
」
は
、
誉
阿
弥
、
億
阿
弥

に
よ

っ
て
な
惑
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
響

か
る
。
そ
の
な
か
で
、
立
阿
弥
に
関
し
て
は
、

(88
)

「各
江
瓜
百
籠
を
賜
ふ
。
乃
ち
立
阿

こ
れ
を
奉

る
。
」
(永
享
十

.
七

.
五

条
)「書

記

に
任
す

べ
き
の
旨
命
あ
り
。

乃
ち
立
阿
こ
れ
を
奉
る
。
」
(永
享

十

・
七

・
十
条
)

「拝
受
の
折
紙
、
夜
に
入
り
て
立
阿
を
し
て
こ
れ
を
御
目
に
懸
け
し
む
。
」

(永
享
十

一
・
閏
正

・
廿
五
条
)

と
い
う
記
事
が
見
出
せ
る
。
義
教
の
も
と
で
執
務
を
こ
な
す
立
阿
弥
の
姿
が
あ

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
、
義
教
期
の
立
阿
弥
は
、
義
教
と
満
済
を
結
ぶ
重
要
な
職

掌
を
も

つ
教
養
あ
る
人
物
で
、
座
敷
飾
り
に
も
精
通
す
る
存
在
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

h

義
政
期

次

に
、
義
政
期
の
立
阿
弥

に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。

こ
の
立
阿
弥
が
将
軍
家
の

「花
」
を
立

て
て
い
た
こ
と
が
明
確
と
な
る
記
事

と
し
て
、
『長
禄
二
年
以
来
申
次
記
』
が
あ
る
。
以
下
、

み
て
い
く
と
、

(七
月

七
日

)

　　
　一

草
花

禁
裏
様

へ
御
進
上
な
り
。
こ
の
草
花
は
五
ケ
番
よ
り
参
る
を

御
花
瓶
に
立
て
さ
せ
ら
れ
、
御
盆
に
据
え
ら
れ
候
て
、
以
て
伝
奏
御
進
上

な
り
。
御
蔵
籾
井
被
官
ど
も
草
花
を
も
た
せ
候
て
、
伝
奏
に
相
随

て
内
裏

へ
参
る
な
り
。
花
は
代
々
立
阿
弥
立
て
申
す
な
り
。

こ
こ
か
ら
は
義
政
期
、
長
禄
二
年

(
一
四
五
八
)
以
後
、
将
軍
家

か
ら
禁
裏

七
夕

へ
進
上
す
る

「花
」
を
、
立
阿
弥
が
立
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

花
材
は
奉
公
衆

か
ら
届
け
ら
れ
、
花
瓶

に
立
て
、
盆
に
据
え
、
伝
奏
が
進
上
し

た
。
花
材
も
こ
の

「花
」
と
と
も

に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様

に

『慈
照
院
殿

(
90
)

(
91
)

.
年
中
行
事
』
『年
中
恒
例
記
』
に
も
、
立
阿
弥
が
禁
裏
七
夕

の

「花
」
を
立

て

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
『蔭
凉
軒
日
録
』
(季
瓊
真
蘂
筆
録
)
の
義
政
期

(日
録
現
存
期
間

・
長

禄
二
年
～
文
正
元
年
)
の
記
事
か
ら
、
義
政
と
季
瓊
真
蘂

の
間
の

「御
使
」
「取

(92

)

次
ぎ
」
の
多
く
は
、
春
阿
弥

に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

な
か
で
立
阿
弥

に
関
し
て
は
、

　　
　

「両
巨
座
献
ず
る
所

の
二
千
疋
の
分
、
殿
中

に
お
い
て
献
ぜ
ら
る
る
故
を

以

っ
て
、
立
阿
弥

こ
れ
を
賜
ふ
」
(長
禄
四

・
八

・
廿
四
条
)

「白
瓜
折

一
合
、
普
広
院
真
前

に
献
ぜ
ら
る
る
な
り
。
但
し
立
阿
こ
れ
を

奉
る
」
(寛
正
四

・
五

・
十
条
)
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「西
芳
寺
御
成

の
事
報
じ
奉

る
な
り
。
(中
略
)
立
阿
弥

一
覧
」

(寛
正

六

・
六

・
廿
六
条
)

と
い
う
執
務
、
西
芳
寺
御
成
の
供
奉
の
記
事
と
と
も
に
、

(94
)

「深
香

の
梅
花
御
尋

の
由
あ
り
。
立
阿
窃
に
こ
れ
を
告
ぐ
。
仍
ち
梅
花
数

枝
井
び
に
水
仙
花
数
茎
を
献
ず
る
也
。

(立
)
阿

こ
れ
を
伝
奏
す
」
(文
正

元

・
二

・
五
条
)

が
見
出
せ
る
。
こ
こ
に
は
義
政
の
梅
花
所
望
を
季
瓊
真
蕊
に
密
か
に
伝
え
る

立
阿
弥

の
姿
が
あ
る
。

一
方
、
『言
国
卿
記
』
文
明
八
年

(
一
四
七
六
)
三
月

二
十
五
日
条
に
記

さ

れ
た
よ
う

に
、
立
阿
.弥
は
将
軍
家
だ
け
で
な
く
禁
裏
で
も

「
花
」
を
立
て
て
い

る
。
ま
た

『山
科
家
礼
記
』
文
明
四
年

(
一
四
七
二
)
七
月
十
日
条

に
、
立
阿

弥
は
、
禁
裏

で
冷
泉
大
納
言

(為
富
)
を
は

じ
め
と
す
る
公
家
や
義
政
と
蹴
鞠

を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

は
公
武

の
文
化
交
流
が
見
出
せ
る
。

そ
し
て
文
明
十
五
年

(
一
四
八
三
)
六
月
、
義
政
は
東
山
山
荘

に
移

っ
た
。

『蔭
凉
軒
日
録
』
(亀
泉
集
証
筆
録
)
は
翌
年

の
文
明
十
六
年

(
一
四
八
四
)
八
月

か
ら
は
じ
ま
る
。
現
存
す
る

『蔭
凉
軒
日
録

』
に
は
、
四
百
余
も
の

「花
」
に

関
す
る
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
花
材

の
贈
答
に
つ
い
て
で

(95
)

あ

る
。

そ
の
な
か
で
立
阿
弥
が

「花
」
を
立
て
た
こ
と
淀

つ
い
て
は
、
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
二
月
十
日
条
が
初
出
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
記
事
は
、
立
阿
弥
が

「花
」
の
上
手
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
常

に
引
用
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
二
月
十
日
条
を
読
ん
で
み
る
と
、

　　
　

(前
略
)
愚
亦
云
ふ
。
薄
紅
梅

一
枝
、
深
紅
梅

一
枝
、
水
仙
花
数
茎
、
棕

子
を
以

っ
て
東
府
に
献
じ
奉
る
。
相
公
よ
り
御
謝
詞
あ
り
。
こ
れ
の
如
き

梅
当
年
始

て
台
覧
の
由
仰
出
ら
る
。
高
橋
右
京
亮
入
道
愚
に
意
を
語
り
て

曰
く
。
今
朝
献
ぜ
ら
る
る
所
の
梅
花
台
慮
に
適
ふ
所
以
の
者
何
花
を
進
ま

る
。
比
々
皆
御
前
よ
り
出

て
立

つ
る
べ
き
の
命
こ
れ
あ
る
の
み
。
今
朝
の

花
は
別
し
て
台
言
あ
り
て
曰
く
。

「今
春
此
の
如
き
の
花
始
て
台
覧
せ
ら
れ
、
立
阿
を
召
し
将
に
こ
れ
を
立

た
さ
し
む
。
立
阿
時
に
虫
気

の
由
申
し
参
ら
ず
。
重
て
こ
れ
を
召
す
は
厳

き
な
り
。
故
に
以

っ
て
乃
ち
御
前

に
参
り
此
華
を
立

つ
る
。
仍
ち
流
霞
を

以

っ
て
立
阿
に
賜
ふ
。
御
前
に
お
い
て
盃
を
重
ね
る
は
六
。
此
の
花

に
依

り
立
阿
面
目
を
施
す
云
々
。
」
(後
略
)

後
ろ
五
行
の
、
筆
者
が
か
ぎ
括
弧
を
付
け
た
部
分
か
ら
は
、
立
阿
弥
が
確
か

に
、
義
政
が
呼
び
出
し
て
で
も

「花
」
を
立
て
さ
せ
る
ほ
ど
の

「花
」
の
上
手

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前

の
記
事
を
も
含
め
て
読
む
と
、
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たて花

立
阿
弥
の

「花
」
の
技
術
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
筆
者
亀
泉
集
証

が
義
政
に
贈

っ
た
花
材
が
、
そ
の
年

(今
春
)
に
お
い
て
最
も
意
に
か
な
う
も

の
で
あ

っ
た
と
義
政
か
ら
御
謝
詞
が
あ

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
そ
し
て
こ
の
立
阿
弥

の
立
て
た

「花
」

は
、
亀
泉
集
証
か
ら
義
政
に
贈
ら

れ
た
花
材

で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
記

事
が
記
さ
れ
た
こ
と
が
理
解

で
き

る
。こ

こ
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
亀
泉
集
証
が
義
政

へ
贈

っ
た
花
材
は
、
義

政
の
意
に
最
も
か
な
う
も
の
で
あ

っ
た
、
義

政
に
と

っ
て
意
に
か
な
う
花
材
は

名
手
で
あ
る
立
阿
弥
に
立
て
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
病
気
の
立
阿
弥
を
呼
び
出

し
て
立
て
さ
せ
た
、
立
阿
弥
を
呼
び
出
し
て
ま
で
立
て
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、

亀
泉
集
証

の
花
材
が
こ
の
上
も
な

い
ほ
ど
義
政

の
意
に
か
な

っ
た
花
材
で
あ

っ

た
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

以
後
同
日
録
の
立
阿
弥
の

「花
」
の
記
事

は
、
同
様
に
亀
泉
集
証
が
義
政
に

花
材
を
贈
り
、
義
政
が
そ
れ
を
立
阿
弥
に
立

て
さ
せ
た
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し

て
い
る
。
こ
の
内
容
の
記
事
は
、
以
後
二
年

間

(文
明
十
八
年
二
月
十
日
条
～
長

享
二
年
正
月
二
十
日
条
)
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
間
、
立
阿
弥
に

つ
い

て
の
執
務
の
記
事
は
見
あ
た
ら
ず
、
こ
の

「花
」
に

つ
い
て
の
記
事
の
み
で
あ

る
。
義
政
が

「花
」
に
熱
中
し
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
義
政
逝
去

後

の
立
阿
弥

の

「花
」
に
関
す
る
記
事
は
、

一
回
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
や

ホ
　

は
り
亀
泉
集
証
が
立
阿
弥

に
花
材
を
贈
り
、
立
阿
弥
が
立
て
た
場
合
で
あ
る
。

　が
　

ま
た
そ
れ
以
後
、
立
阿
弥
自
身
に
花
材
を
贈

っ
た
記
事
が

一
回
見
ら
れ
る
。
亀

泉
集
証
が
花
材
を
贈

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
立
阿
弥
も

「花
」
の
名

手
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
同

一
人
物
と
思
わ
れ
る
。

義
政
が
花
材
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
文
正
元
年

(
一
四
六
六
)
二
月
五
日

条

(前
述
)
に
お
い
て
、
義
政
が
季
瓊
真
蘂

に
自
分

の
意
に
か
な
う
梅
花
を
探

し
て
い
る
こ
と
を
告
げ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
同
日
録
の

「花
」
に
関
す
る
記

事
の
多
く
が
将
軍
家

へ
の
花
材
進
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
お
そ
ら
く

義
政
の
も
と
に
は
同
日
録
に
記
さ
れ
た
者
以
外
か
ら
も
花
材
が
贈
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。

亀
泉
集
証

に
と

っ
て
、
い
か
に
義
政
の
意
に
か
な
う
花
材
を
手
に
入
れ
、
義

政
に
贈
り
、
立
阿
弥
に
立
て
て
も
ら
え
る
か
が
楽
し
み
で
あ
り
誇
り
で
も
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
同
日
録

に
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ

の
よ
う

に
考
え
る
と
、
『蔭
凉
軒
日
録
』
に
記
さ
れ
た
立
阿
弥

の

「花
」

は
、
座
敷
飾
り
と
の
関
係
か
ら
記
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
亀
泉
集
証
に
よ

っ

　　

て
義
政
や
将
軍
家

へ
贈
ら
れ
た
花
材
が
立
阿
弥
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
場
合
に

の
み
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
は
台
阿
弥

に
お

い
て
も
同
様

で
あ

る
。
同

日
録

に
は
、
台
阿
弥

が

「花
」
を
立
て
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
み
て
い
く
と
、

『蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
十
二
月
十
八
日
条

「東
府
に
謁
す
。
江
南
並
な
き
所
の
白
梅
数
枝
を
以

っ
て
相
公
に
奉
り
、

　　

乃
ち
立
阿
を
召
す
。
立
阿
他
行
台
阿
を
召
し
命
ぜ
ら
る
る
な
り
。
」
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そ
の
原
産
地
で
あ
る
中
国
江
南
地
方
の
梅

に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
白
梅
数
枝

を
、
亀
泉
集
証
が
義
政
に
贈

っ
た
と
こ
ろ
、
立
阿
弥
が
留
守
で
、
台
阿
弥
に
立

て
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
台
阿
弥
も

「花
」
の
上
手
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
、
同
日
録
に
は
亀
泉
集
証
が
義
政
に
贈

っ
た

「花
」
を
、
立
阿
弥

(M
)

の
代
役

で
は
な
し
に
台
阿
弥
が
立
て
た
こ
と
が
三
回
み
ら
れ
る
。

一
方
、
同
日

録
に
お
い
て
、
将
軍
家
の

「花
」
を
立
て
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
は
こ
の
二
人

(
期
)

の
み
で
あ
る
。

ま
た
台
阿
弥
の
職
掌
と
し
て
は
、
御
祈
祷
場
を
調
え
る
役
割
が
見
出
さ
れ
る
。

(
301
)

亀
泉
集
証
と
と
も
に
御
祈
祷
場
を
調
え
て
も

い
る
。
そ
の
ほ
か
亀
泉
集
証
を
後

ろ
に
従
わ
せ
て
鎮
守

に
詣

で
た
り

(文
明
十
九
年
八
月
三
日
条
)
な
ど
も
し

て

い
る
こ
と
か
ら
、
同
朋
衆
の
な
か
で
も
地
位

の
あ
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

(脳
)

(鵬
)

一
方
、
立
阿
弥

の
職
掌
を
み
て
み
る
と
、
御
伴
衆
、
御
服
奉
行
、
将
軍
家
焼

(601
)

(㎜

)

(
鵬
)

香
の
際

の
世
話
、
将
軍
家
の
公
印
の
管
理
、

御
祈
祷
所

の
管
理
、
松
茸
、
瓜
の

(㎜
)

取
次
ぎ
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
加
え
て

『長
禄

二
年
以
来
申
次
記
』
ほ
か
に
あ
る

よ
う
に
、
禁
裏
七
夕

へ
進
上
す
る

「花
」
を
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
旦
ハ体
的
な
座
敷
飾
り
に
関
す
る
役
割
は
見
出
せ
な
い
。
む
し
ろ
、

『蔭
凉
軒
日
録
』
延
徳
二
年

(
一
四
九
〇
)
十
月
十
日
条

(011
)

(
マ
マ
)

「相
阿
よ
り
、
三
具
足
こ
れ
を
借
用
す
。
古
銅
小
三
具
足

こ
れ
を
借
り
る
。
」

(m
)

と
い
う
よ
う
に
、
相
阿
弥
に
関
す
る
記
事
か
ら
、
座
敷
飾
り
に
関
す
る
内
容
は

見
出
せ
る
。

義
政
期
の
立
阿
弥
は
、
義
政
か
ら

「花
」
の
名
手
と
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
。
同
日
録

に
立
阿
弥

の

「花
」
が
記
さ
れ
た
の
は
、
亀
泉
集
証
が
義
政
に

、

贈

っ
た
花
材
が
立
阿
弥
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
時
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
題

と
さ
れ
た
の
は
、
花
材
の
す
ば
ら
し
さ
と
、
立
阿
弥
の

「花
」
を
立

て
る
技
術

で
あ

っ
た
。

以
上

の
こ
と
か
ら
、
義
教
期

の

「花
」
は
座
敷
飾
り
に
添
え
ら
れ
る
程
度
で

あ
り
、
花
材

に
関
心
が
め
ば
え

つ
つ
も
花
瓶
と
し
て
の
唐
物
観
賞
が
主
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
こ
の
時
期

の
立
阿
弥
は
、
将
軍
家
の
座
敷
飾
り
を
得
意
と
し
た
。

一
方
、
義
政
期

の
立
阿
弥
や
台
阿
弥

の

「花
」
の
あ
り
よ
う
を
見
る
と
、

「花
」
を
立
て
る
技
術
や
花
材
が
問
題

に
さ
れ
、
花
瓶

(唐
物
観
賞
)
は
問
題

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は

一
四
八
○
年

(
211

)

代
後
半
、
禁
裏
だ
け
で
な
く
、
将
軍
家
に
お
い
て
も
、
「花
」
を
立

て
る
と

い

う
こ
と
に
関
心
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
葉
阿
弥
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
と

い
う
連
歌
会

の

「花
」
が
、
コ
彖

壮
」
な
も
の
に
な

っ
た
の
と
時
を
同
じ
く
す
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
間
違

っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
義
教
期
の
立
阿
弥
が
座
敷
飾

り
を
得
意
と
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
別
人
で
あ
ろ
う
義
政
期
の
立
阿
弥
が
、
座

敷
飾
り
を
得
意
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
義
政
期
の
立
阿
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たて花

弥
が
担

っ
た
の
は
、
七
夕
花
合
の

「
花
」
と
座
敷
な
ど
を
飾
る

「花
」
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。

義
政
期

の
立
阿
弥
が
、
座
敷
飾
り
の

「花
」
を
立
て
た
と
い
う
記
事
は
、
古

記
録
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
今
日
、
義
政
期
に
、
立
阿
弥
が
座
敷
飾
り

の

「花
」
を
立
て
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
禁
裏
七
夕

へ
進
上
す
る

「花
」
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
義

政

に
こ
の
上
な

い
ほ
ど
に

「花
」

の
上
手
と
認
め
ら
れ
た
立
阿
弥
が
、
将
軍
家

の
座
敷
飾
り
の

「花
」
を
立
て
な

い
は
ず
も
な
か
ろ
う
と
い
う
の
が
そ
の
理
由

で
あ
ろ
う
。

3

『
猿

の
草

子
」

に
み
る
連
歌

会
と

「花

」

最
後
に
、
十
六
世
紀
後
期

に
作
ら
れ
た
絵

巻

『猿

の
草
子
』
の
絵
や
詞
章
か

ら
、
当
時
の
連
歌
会
や
座
敷

の
設
え
、
そ
こ
に
お
け
る

「花
」
の
あ
り
よ
う
を

み
て
お
き
た
い
。

　　
　

『猿
の
草
子
』

の
成
立
は
室
町
時
代
末
、

お
お
よ
そ
永
禄
四
～
六
年

(
一
五
六

一
～

一
五
六
三
)
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
大
英
博
物
館
蔵
、
作
者
不
明
、
原
題

不
明
、
箱
書
は

「猿
之
絵

土
佐
筆

一
巻
」

と
あ
る
。

こ
の

『猿

の
草
子
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
国
文
学
の
立
場
か
ら
の
論
考
が

　
い
　

あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
論
考
に
お
い
て
も
、
設
え
に
お
け
る

「花
」

の
あ
り

よ
う
を
検
討
し
た
も
の
は
な
い
。

こ
の
草
子
は
、
日
吉
山
王
社
の
神
職
で
あ

る
猿

の
栗
林
伊
賀
守
し
ぶ
ざ
ね
が
、

婿
を
自
邸
に
招
き
、
そ
れ
に
応
じ
て
九
月
十

六
日
、
婿

の
弥
三
郎
が
妻
子

(し

ぶ
ざ
ね
の
娘
と
孫
)
を
伴

い
し
ぶ
ざ
ね
邸
を
訪
れ
、
そ

の
日
は
饗
応

を
受
け
、

翌
十
七
日
に
連
歌
会
が
催
さ
れ
た
と
い
う
場
面
を
持

つ
。

連
歌
史
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
連
歌
会
席
の
場
面
は
、
室
町
時
代
唯

一
の
、

連
歌
興
行

の
実
態
を
示
す
画
図
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
饗

(511
)

応
に
使
用
し
た
座
敷
と
そ
こ
に
お
け
る

「花
」

の
場
面
を
み
て
み
た

い
。

お
も
て

　し
ゆ
で
ん
　

か
ぎ

　げ
ん
　
お
し

　い
た
　

つ
く

ま
つ
十
六
日
の
座
敷
は
表

の
主
殿
を
飾
り
、
三
間

の
押
板
に
、
先
年
筑

し

　
い
ん
し

ん
　

　も
つ
け
い
　

れ
う
こ

　ど
う
ひ
つ
　

紫

の
大

内

殿

よ

り

音

信

の

た

め

と

て
送

ら

れ

し
牧

渓

の
竜

虎

、

中

尊

同

筆

(は
な
)

べ
い

(み
つ
ぐ
そ
く
)

ち
が
(ひ
)

つ
ゐ
こ
う

(ぼ
ん
)

か
う
ば
こ

ぐ
り
く

の
観

音

、

花

三

瓶

に

三

具

足

、

違

い
棚

に

は
堆

紅

の
盆

、

同

香

箱

、

屈

輪

だ

い

け
ん
さ
ん
す

(ゑ
)

し

よ
ゑ
ん

か
ざ

(ひ
つ
か
)

(け
ん
び
や
う
)

ふ
で
す

》

(
み
つ
い
れ
)

の
台
に
建
盞
据

へ
、
書
院

の
飾
り
に
は
筆
荷
、
硯
屏
、
筆
濯
ぎ
、
水
入
、

た
て

ぢ
く

す

ナ
り

け

さ
ん

そ

は
し
ら
か
ざ

さ
ま

花
立
、
軸

の
物
、
硯
に
卦
算
と
り
添

へ
て
、
柱
飾
り
も
様
ぐ

也
.

連
歌
会
の
設
え
と
の
違

い
は
、
掛
軸
が
天
神
画
や

「天
神
名
号
」
で
は
な

い

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合

は
違

い
棚
、
書
院
に
も
飾
り

つ
け
が
さ
れ
、
『君
台

(611

)

観
左
右
帳
記
』

に
見
出
さ
れ
る
座
敷
飾
り
と
い
え
よ
う
。
「花
」
に
つ
い
て
は
、

三
具
足
の

「花
」
の
ほ
か
、
押
板

に
置

く
三
瓶

の

「花
」
、
書
院

の
花
立

の

「花
」
が
見
出
さ
れ
る
。
特
に
押
板

に
置
か
れ
た
三
瓶
の

「花
」
は
、
造
形
性

を
帯
び
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
面
は
描
か
れ

て
い
な

い
。

次
に
、
明
日
に
控
え
た
連
歌
会

の
設
え
に
つ
い
て
の
場
面
を
み
て
み
る
。
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　す
ぎ
　

　
こ
ん
　

　
ゐ
　

み
が
き

　
つ
け
　

か
ざ

　て
ん
じ
ん
　
　
み
よ
う
が
う
　

連
歌
過
ば
、
三
献
ま
い
ら
せ
よ
、
磨
付

の
座
敷
を
飾
り
、
天
神

の
名
号

(
み
つ
ぐ
そ
く
)

(す

ゴ
り

)
(ぶ
ん
だ

い
)

(あ
さ

い
)

(
き
た
)

な

し

に
三
具
足
と
り
そ

へ
、
硯
、
文
台
は
去
年
、
浅
井
所
よ
り
来
り
候
梨
子
地

　ぶ
ん
だ
い
　

お
く

で
う

　
つ
か
ま
つ
り
　
く
ろ
ぬ
り

だ
い
す

な

ら

ぶ

ろ

の
文
台
、
又
、
奥

の
四
畳
半
に
茶

の
湯

を
仕
、
黒
塗
の
台
子
に
奈
良
風
炉

そ

こ
し
き
が
ま

あ

ふ
た
お
き

ほ

や

か
う
ろ

さ
し

だ
き

　お
け
　

添

へ
、
甑

釜
し
合
は
せ
、
蓋
置
は
火
舎
香
炉
、
水
指
は
抱
桶
、
水
こ
ぼ

が
う
し

(ゑ
)

(し
ゆ
ん
き
よ
)

(じ
や
う
げ
)

(こ
ん
ぢ
)

も
ん

き
ん
ら
ん

(ち
ゆ
う
)

し
に
は
合
子
、
絵
は
舜
挙
の
花
鳥
、
上
下
は
金
地
の
小
紋

の
金
襴
、
中
は

あ
か

　と
り
　
だ
す
き

　ふ
う
た
い
　

も
ん
じ

け
つ
こ
う

つ

赤
地

の
鳥
襷
、
風
帯
、

一
文
字
ま
で
結
構
を
尽
く
せ
り
。
さ
が
ら
天
目
を

　
ふ
く
ろ
　
　
い
れ
　

　
く
ろ
だ

い
　

す

　
ゑ
　

　
べ
ち
ぎ
　

つ

く

も

　く
わ
て
き
　

袋
に
入
、
黒
台
に
据

へ
、
茶
は
別
儀
を
九
十
九
に
入
、
花
は
貨
狄
の
船
に

い

つ

く

も

　く
わ
て
き
　

生
く

べ
し
。
此
九
十
九
、
貨
狄
は
子
細

さ
ま
酒
＼
あ
る
道
具
也
。

(中
略
)

か
ぎ

れ
ん
が

は
や

は
じ

明
日
は
早
天
よ
り
座
敷
を
飾
り
、
連
歌
を
早
く
始
め
候
べ
し
。

実
際
に
室
内
を
飾
る
の
は
当
日
早
朝
と
あ
る
。
ま
た
連
歌
会
の
後
に
は
宴
会

が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
連
歌
会
の
様
子
は
描

か
れ
て
い
る
が
、
「
天
神
名
号
」

や
三
具
足

(「花
」)
は
描
か
れ
て
い
な

い
。

ω
天
神

の
名
号
に
三
具
足
を
と
り
そ
え
、
硯
、
梨
子
地

の
文
台
を
設
え
る
。

②
花
は
貨
狄
の
船
に
生
け
る
。

(
711
)

と
あ
る
。
「貨
狄

の
船
」
と
は
、
釣
舟

の
形
を
し
た
花
入
の
名
前
で
あ
る
。

花
材
は
特
定

で
き
な
い
。
「船
に
生
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
茶

の
湯

の
席

の

「花
」
と
し
て
の
投
げ
入
れ
の
花
と
捉
え
ら
れ
る
。
「貨
狄
の
船
」
と
花
入
に
こ

だ
わ

っ
た
の
も
、
茶
の
湯
道
具
の

一
つ
と
し

て
の
扱

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

『猿

の
草
子
』
で

「花
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

「貨
狄
の
船
」
の

「花
」

の
み
で
あ
る
。

右
の
こ
と
か
ら
は
、
十
六
世
紀
後
期
、
少
な
く
と
も

「花
」
は
、
客
な
ど
を

迎
え
る
座
敷

の
座
敷
飾
り
と
し
て
の
三
旦
ハ足
の

「花
」
・
押
板
の

「花
」
・
書
院

の

「花
」
、
ま
た
連
歌
会

の

「
天
神
名
号
」
に
対
す
る
供
花
と
し
て
の
三
具
足

の

「花
」
、
さ
ら
に
茶
の
湯
の
席

の

「花
」
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た

「筑
紫
の
大
内
殿
よ
り
」
「浅
井
所
よ
り
来
り
候
梨
子
地

の
文
台
」
と

い
う
詞
章
か
ら
、
日
吉
社
が
大
内
や
浅
井
な
ど
の
戦
国
大
名
と
交
流
が
あ

っ
た

こ
と
、
日
吉
社

に
と

っ
て
戦
国
大
名
の
寄
進
が
重
要
な
財
源
で
あ

っ
た
こ
と
も

窺
え
る
。お

わ
り
に

連
歌
会
の

「花
」
は
、
二
条
良
基
の
い
わ
ば
十
四
世
紀
後
期
以
降

の
連
歌
会

で
、
天
神
画
な

い
し
は

「天
神
名
号
」
の
軸
を
掛
け
、
そ
の
前
に
花
瓶
や
香
炉

を
置
く
こ
と
に
始
ま

っ
た
と
考
え
る
。
連
歌
会

の
設
え
に
供
花
と
し
て
で
は
あ

る
が

「花
」
が
置
か
れ
る
こ
と
は
、
連
歌
の
流
行
と
と
も
に
広
が

っ
た
。
そ
れ

は
例
え
ば
伏
見
宮
貞
成
か
ら
そ
の
近
臣

へ
、
「天
神
名
号
」
が
書
き
与
え
ら
れ

た
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

同
時
期
、
仙
洞
、
禁
裏
、
伏
見
宮
家
な
ど
で
は
七
夕
会
に
花
合
も
行
わ
れ
て

い
た
。
伏
見
宮
家
の
七
月
月
次
連
歌
会
と
七
夕
花
座
敷
が
合

一
し
た
こ
と
は
、

月
次
連
歌
会

の
供
花
と
し
て
置
か
れ
て
い
た

「花
」
が
、
観
賞

の
対
象
と
な
る

契
機
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「花
」
を
立
て
る
者

に
も
造
形
意
識
が
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たて花

芽
生
え
始
め
た
。

そ
し
て

「花
」
は
、
造
形
性
を
帯
び
た
も

の
へ
と
進
展
し
て
い
く
。
「花
」

の
最
初
の
様
式
で
あ
る

「
た
て
花
」
の
、
中

心
的
構
成
要
素
の

一
つ

「し
ん
」

と
い
う
言
葉
が
、
初
め
て
見
出
せ
る
の
は
、
寛
正
四
年

(
一
四
六
三
)
『山
科

家
礼
記
』
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
禁
裏
連
歌
会
の

「花
」
は
、
連
歌
会
の
興
盛

に
伴

い
お
よ
そ

一
四
八
○
年
以
後
、
「
し
ん
」
「下
草
」

の
ほ
か

「右
」
「左
」

な
ど
の
枝

で
構
成
さ
れ
始
め
、
「
た
て
花
」

と
し
て
、
天
神

へ
の
供
花
と
い
う

存
在
か
ら
独
立
し
て
い
く
様
子
を
み
せ
る
。

し
か
し

一
方

で
、
天
神
の
存
在
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
も
否
め
な

い
。
ま
た
、
『殿
中
規
式
』
お
よ
び
葉
阿
弥

の
存
在
か
ら
、
将
軍
家

の
連
歌
会

の

「花
」

の
進
展
が
、
禁
裏
と
同
様
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
古
記
録
を
読

む
限
り
公
武

の
文
化
交
流
は
随
所
に
見
出
さ

れ
、
当
然
の
な
り
ゆ
き
と
い
え
よ

う
。義

教
期
に
は
、
「花
」
は
座
敷
飾
り
に
添

え
ら
れ
る
程
度

で
あ

っ
た
が
、
応

仁
の
乱
前
後
以
降
、
義
政
期

の
立
阿
弥
や
台
阿
弥

の

「花
」
は
、
「花
」
を
立

て
る
技
術
や
花
材
が
問
題

に
さ
れ
る

一
方

で
、
花
瓶

(唐
物
観
賞
)
は
問
題

に

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
、
当
該
期
の

「花
」
即
ち
座
敷
飾
り
、

即
ち
立
阿
弥
の

「花
」
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。

さ
ら
に

「た
て
花
」
の
確
立
し
た
、
十
六
世
紀
後
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
絵
巻

『猿
の
草
子
』
か
ら
、
少
な
く
と
も

「花
」
は
、
客
な
ど
を
迎
え
る

座
敷

の
座
敷
飾
り
の
三
具
足
の

「花
」
・
押
板

の

「花
」
・
書
院

の

「花
」
、
ま

た
連
歌
会

の

「天
神
名
号
」

に
対
す
る
供
花
と
し
て
の

「花
」
、
さ
ら
に
茶

の

湯
の
席

に
お
い
て
見
出
さ
れ
る

「花
」
、
が
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
連
歌
会

の
天
神

へ
の
供
花
と
し
て
お
か
れ
た

「花
」
が
造
形
性
を
帯
び
、

コ
彖
壮
」
と
も
い
わ
れ
る

「た
て
花
」
と
し
て
独
立
す
る

一
方

で
、
「
し
ん
」

「下
草
」
の
み
の
、
花
材
も

一
～
三
種
類
く
ら

い
の
簡
素
な

「
た
て
花
」
も
天

神

へ
の
供
花
と
し
て
存
在
し
続
け
、
そ
れ
は
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
七
夕
花
合

の

「花
」
は
、
こ
の
場
合
の
後
者
の
か
た
ち
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
見
出
せ
る

「花
」

を
、
「
た
て
花
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
、
今
日
の

「花
」
(い
け
ば
な
)
に
お
い
て
、
「
た
て
花
」

と
い
う
様
式
は
存
在
し
な

い
こ
と
を
述

べ
た
。
コ
彖
壮
」
な

「た
て
花
」
は
、

十
六
世
紀
中
期
、
供
花
か
ら
独
立
し
単
独
で
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

十
七
世
紀
初
期
、
「
立
花

(り
っ
か
)」
と
な
り
、
今
日
存
在
し
て
い
る
。

一
方
、

簡
素
な

「
た
て
花
」
も
ま
た
、
仏
前

・
神
前
供
花
、
茶
花
、
投
げ
入
れ
花
、
文

人
花
な
ど
と
名
前
を
変
え
、
今
日
存
在
し
て
い
る
。
「た
て
花
」
と
は
、
い
ろ

い
ろ
な

「花
」
の
型
の
可
能
性
を
秘
め
た
、
「花
」
の
様
式
で
あ

っ
た
と
い
え

る
。今

後
、
茶

の
湯

の

「花
」、
座
敷
飾
り
や
花
伝
書

(花
の
伝
書
)
に
記
さ
れ

(鵬
)

た

「花
」
、
ま
た
花
材

の
園
芸

・
植
物
学
的
な
検
討
な
ど
も
行

っ
て
い
き
た
い
。
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注(1
)

西
山
松
之
助

「立
花
図
屏
風
」
『近
世
芸
道
論
』
日
本
思
想
大
系

岩
波

書
店

一
九
七
二
年
、

一
八
四
頁
。

(2
)

「り
っ
か
」
と
い
う
呼
称
は
、
天
和
三
年

(
一
六
八
三
)
正
月
刊
の

「立

花
大
全
」
に
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
。
西
山
松
之
助

「立
花
大
全
」
『近
世
芸
道

論
』
日
本
思
想
大
系

岩
波
書
店

一
九
七
二
年
、

一
八
九
頁
。

(3
)

史
料
纂
集

(4
)

山
根
有
三

『花
道
史
研
究
』
山
根
有
三
著
作
集
七

中
央
公
論
美
術
出
版

平
成
八
年
、

一
四
三
頁

(初
出

『
い
け
ば
な
美
術
全
集
』
第
二
巻

集
英
社

昭
和
五
十
七
年
)。

(5
)

大
井
ミ
ノ
ブ

「
日
本
花
道
の
形
成
」
(学
位
論
文

・
筑
波
大
学
図
書
館

蔵

・
昭
和
三
十
七
年
)、
同

『生
活
か
ら
み
た
い
け
ば
な
の
歴
史
』
主
婦
の
友

社

昭
和
三
十
九
年
、
同

「花
道
史
に
お
け
る
展
開
期
の
問
題
-
室
町
時
代
か

ら
江
戸
時
代
初
期
ま
で
ー
」
肥
後
先
生
古
稀
記
念
論
文
刊
行
会
編

『日
本
文
化

史
研
究
』
弘
文
堂

昭
和
四
十
四
年
、
同

「武
家
生
活
と
立
花
」
『日
本
女
子

大
学
文
学
部
紀
要
』
二
十

昭
和
四
十
五
年
、
大
井
ミ
ノ
ブ
編

『
い
け
ば
な
辞

典
』
東
京
堂
出
版

昭
和
五
十

一
年
、
大
井
ミ
ノ
ブ

・
小
川
栄

一

『い
け
ば
な

史
論
考
』
東
京
堂
出
版

一
九
九
七
年
、
ほ
か
。

(6
)

肥
後
和
男
、
西
堀

=
二
、
重
森
三
玲
、
湯
川
制
、
山
根
有
三
、
北
条
明
直
、

工
藤
昌
伸
、
重
森
弘
淹
、
岡
田
幸
三
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(7
)

「
い
け
ば
な
と
連
歌
」
『
い
け
ば
な
辞
典
』
(注
5
)
三
三
～
三
五
頁
。

(8
)

山
根
有
三
の

「花
」
に
関
す
る

一
連
の
研
究
は
、
『花
道
史
研
究
』
(注

4
)
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(9
)

『花
道
史
研
究
』
(注
4
)

一
二
二
～

一
三
九
頁

(初
出

『大
和
文
華
』

一

四
号

昭
和
二
十
九
年
)

(10
)

群
書
類
従

第
二
十
二
輯

武
家
部

(11
)

増
補
続
史
料
大
成

(12
)

『花
道
史
研
究
』
(注
4
)

一
四
四
、

一
四
五
頁
。

(13
)

拙
稿

「中
世
後
期
文
化
の
一
様
相
i
山
科
家
の
日
記
に
見
る

「花
」
ー
」

『女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号

京
都
橘
女
子
大
学
女
性
歴
史
文
化

研
究
所

一
九
九
八
年
、
二
四
頁
に
お
い
て
筆
者
は
、
禁
裏

「た
て
花
」
に
つ

い
て

「禁
裏
の
た
て
花
に
は
二
通
り
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
て
花
を
持
参

す
る
場
合

(禁
裏
七
夕
献
上
花
等
)
と
、
参
上
し
て
花
を
立
て
る
場
合
で
あ
る
。

前
者
は
花
が
置
か
れ
る
空
間
を
重
視
し
な
い
。
そ
こ
に
置
か
れ
る
た
て
花
が
全

て
で
あ
り
、
贈
答
す
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
。
後
者
は
言
国
や
久
守
が
立
て

た
禁
裏
の
花
で
あ
る
。
祝
事
や
各
種
催
に
立
て
ら
れ
、
禁
裏
室
礼
空
間
の
中
で

花
を
生
か
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
「花
」
の
上
手
が
禁
裏
に
必
要
な
時
に
召

さ
れ
た
。」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
た
。
こ
こ
に
お
け
る
山
根
氏
の
指
摘
は
、
将

軍
家

・
立
阿
弥
の

「花
」
に
お
い
て
も
、
禁
裏
に
お
け
る

「花
」
と
同
様
に
、

二
通
り
の

「花
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

(14
)

村
井
康
彦
の

「花
」
に
関
す
る

一
連
の
研
究
は
、
『花
と
茶
の
世
界
』
三

一
書
房

一
九
九
〇
年
、
『武
家
文
化
と
同
朋
衆
』
三

一
書
房

一
九
九

一
年

に
ほ
ぼ
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(15
)

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。

(原
文
)

一
御
連
歌
乃
御
会
な
と
の
時
御
座
敷
に
花
な
と
被
立
候
事
前
々
乃
御
会
に
は
見

申
候
は
す
候
然
二
月
廿
五
日
於
細
川
右
京
大
夫
宅
之
御
会
之
事
御
所
を
う
つ
さ

る
〉
御
会
に
て
候
に
亦
々
花
を
い
か
に
も
か
う
さ
う
に
立
な
し
候
間
御
前
に
て
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たて花

も
勿
論
之
御
事
候
然
者
葉
阿
に
立
さ
せ
ら
れ
候

へ
き
御
事
候
代
々
役
々
と
存
候

本
稿
が
記
す

『殿
中
規
式
』
と
は
、
国
書
総
目
録
に

『応
仁
以
後
殿
中
規
式
』

と
し
て
掲
載
さ
れ
、
宮
内
庁
書
陵
部
に

『応
仁
以
後
殿
中
規
式
』
と
し
て
登

録

・
所
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
で
あ
る
。
同
書
の
表
紙
に

「殿
中
規
式

全
」
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は

『殿
中
規
式
』
と
記
す
。
村
井
氏
は
、

『応
仁
以
来
殿
中
規
式
』
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
そ
の
よ
う
な
表

題
の
記
録
を
見
な
い
。
同
氏
の
引
用
に

「葉
阿
」
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
筆

者
の
翻
刻
と
諾
干
の
相
違
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
私
蔵
の
異
本
の
存
在
が

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

大
井
氏

・
小
川
氏
の
場
合
、
『い
、け
ば
な
史
論
考
』
(注
5
)

一
〇
二
頁
、
『
い

け
ば
な
辞
典
』
(注
5
)
三
四
頁
に
お
い
て
、
村
井
氏
同
様

『応
仁
以
来
殿
中

規
式
』
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
村
井
氏

の
例
に
倣

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
大
井
氏
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
と
し
、
「葉
阿
」
の
部
分
も
引
用
し
て
い
る
。

(16
)

村
井
康
彦

「花
伝
書
の
登
場
と
天
文
文
化
」
『図
説
い
け
ば
な
大
系
』
3

角
川
書
店

昭
和
四
十
五
年
、
五
四
頁
。

(17
)

村
井
康
彦

「生
活
文
化
の
成
立
」
『京
都
の
歴
史
』
3

京
都
市

学
芸

書
林

昭
和
四
十
三
年
、
四
七
五
頁
。

(18
)

管
見
の
限
り
、
葉
阿
弥
の
名
は

『殿
中
規
式
』
以
外
に
は
見
出
せ
な
い
。

(19
)

続
群
書
類
従

補
遺
三

(20
)

『
い
け
ば
な
史
論
考
』
(注
5
)

一
〇
二
頁
、
『
い
け
ば
な
辞
典
』
(注
5
)

三
四
頁
。

(21
)

拙
稿

「中
世
後
期
文
化
の
一
様
相
-

山
科
家
の
日
記
に
見
る

「花
」
1
」

『女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号

(注
13
)。

(22
)

拙
稿
①

「生
成
期
に
お
け
る

「た
て
花
」
1
十
五
世
紀
中
期
の

「花
」
と

連

歌

の

一
様

相
」

『日

本

研
究

』
第

二
十
九

集

国

際

日
本

文
化

研
究

セ

ン
タ

ー
紀
要

二
〇

〇
四
年

。

(『
大
乗

院
寺

社

雑
事

記
論
集

』
第

三
巻

和

泉
書

院

二
〇

〇
六
年

所
収

)

拙

稿
②

「
教
育

と

し

て

の

「
花

」
1

「
花

」

「茶

」

は
ど

の
よ

う

に

し

て
女

性

の
な

す

べ
き

も

の

と
な

っ
た

の
か
ー

」

『
野
村

美
術

館

研
究

紀

要
』

第
十

五

号

二
〇
〇

六
年

。

(
23
)

続

群

書

類

従

補

遺

二

『看

聞

御

記
』

上

・
下
。
本

稿

で

は

『看

聞

日

記

』

と
記

す
が

、

『
看
聞

御

記
』

と

は

い
わ
ば

表

記

の
相
違

で
あ

り
、

同

一
の

も

の
で
あ

る
。

(24
)

大
井

ミ
ノ
ブ

「
中

世

に
お
け

る
立

花
成

立

の
基
盤
1

と
く

に
七
夕
花

合

に

つ
い

て
ー

」

『
日
本

女

子
大

学

文

学

部

紀

要
』

十

一
号

昭

和

三
十

七

年
、

(
『
い
け
ば

な
史

論
考

』

(注

5
)

に
所
収

)
。

(25
)

『蔭

凉
軒

日
録
』

の
花

材

の
贈
答

記

事

を

み

て
も
、

六
月
～

八
月

は

ほ

ぼ

仙

翁

花

の

み

で
あ

る
。

仙

翁

花

に

つ
い

て
植

物

学
的

に
た

ど

る

と
、

村

田
源

「
セ

ン
ノ
ウ
」

『
京
都

園
芸

』
第

九
十

三
集

京

都

園
芸
倶

楽
部

平

成
十

一
年

に
よ

れ
ば
、

「
嵯

峨

セ

ン

ノ
ウ
」

も

「
マ
ツ

モ
ト

セ

ン
ノ

ウ
」
も

仙

翁
花

で

は

な

い
。
い
鴇
o
げ
三
ω
ω
Φ
昌
昌
o
と

し

て
シ
ー
ボ

ル
ト

に
よ

っ
て
も
発

表

さ

れ

て

い
る
。

仙

翁
花

の
学

名

は
、

い

・ぴ
⊆
口
ひq
8

轟

(U

・∪
8

)
霊
ω
o
び
霞

が

正

名
。

野
生

は

中
国

の
長

江
流

域
だ

け

で
、
日

本

に

い

つ
誰
が

持

っ
て
き
た

か
は
ま

だ

わ
か
ら

な

い
と

い
う
。

芳

澤
勝

弘

「
仙

翁

花
-

室

町

文

化

の
余

光
1

」

一
～

三

『
禅

文

化
』

一
八

五

～

一
八
七

号

二
〇

〇

二
～

二
〇
〇

三
年

は
、
古

記
録

や

文
学

に
見
出

せ

る
仙

翁
花

に

つ
い
て
詳

し

く
述

べ
て

い
る
。
仙

翁
花

に

つ
い
て
、

植
物

学
的

に
は
村

田
源
氏

と
同

様

の
見
解

で
あ

る
。
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『看
聞
日
記
』
永
享
三
年

(
一
四
三

一
)
七
月
四
日
条
か
ら
は
、
庭
の
仙
翁
花

を
賞
翫
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

室
町
時
代
等
の
庭
園
の
植
物
に
つ
い
て
は
、
飛
田
範
夫

『日
本
庭
園
の
植
栽

史
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

二
〇
〇
二
年
に
詳
し
い
。

(26
)

横
井
清

『看
聞
日
記
1

「王
者
」
と

「衆
庶
」
の
は
ざ
ま
に
て
ー
』
そ
し

え
て

一
九
七
九
年
。
そ
の
ほ
か

『看
聞
日
記
』
に
お
け
る
連
歌
会
に
つ
い
て
、

島
津
忠
夫

『能
と
連
歌
』
和
泉
書
院

一
九
九
〇
年

(『島
津
忠
夫
著
作
集
』

第
六
巻

和
泉
書
院

二
〇
〇
五
年
に
所
収
)、
位
藤
邦
生

「後
崇
光
院
と
伏

見
宮
連
歌
会
」
『連
歌
と
中
世
文
芸
』
角
川
書
店

昭
和
五
十
二
年
、
廣
木

一

人

「月
次
連
歌
会
考
1

『看
聞
日
記
』
の
記
事
か
ら
ー
」
『青
山
語
文
』
二
七

平
成
九
年

(廣
木

一
人

『連
歌
史
試
論
』
新
典
社

平
成
十
六
年
に
所
収
)
、

榎
原
雅
治

「寄
合
の
文
化
」
『日
本
史
講
座
』
第
四
巻

東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
四
年
な
ど
が
あ
り
参
考
に
し
た
。

ま
た
、
「花
」
と
連
歌
会
に
つ
い
て
は
拙
稿

「室
町
時
代
の
連
歌
会
と

「花
」」

①

・
②

連
句
誌

『れ
ぎ
お
ん
』
四
五

・
四
六
号

前
田
圭
衛
子
編

二
〇
〇

四
年
が
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
内
容
を
掘
り
下
げ
る
も
の
で
あ
る
。

(27
)

(注
22
)
拙
稿
①
。

(28
)

廣
木

一
人

(注
26
)
は
、
月
次
連
歌
会
の
重
要
な
要
件
と
し
て
頭
役
、
発

句
、
百
韻
と
い
う
三
点
を
挙
げ
、
日
取
り
に
つ
い
て
は
流
動
的
で
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。
筆
者
も

『看
聞
日
記
』
『満
済
准
后
日
記
』
『康
富
記
』
を
検
討
す
る

に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。

(29
)

(原
文
)

十
五
日
。
(中
略
)
有
月
次
連
歌
。
頭
人
隆
富
也
。
會
席
聊
刷
之
。
西
面
四
間

西
面

與
常
御
所
相
合
障
子
撤
之
爲
八
間
。
屏
風
二
双
立
廻
。
天
禪
名
號
奉
懸
。

緲
羈
税
脇
繪
二
幅
梅
.
懸
之
。
其
前
立
机

一
脚
。
花
瓶
香
爐
等
置
之
。
左
脇

南

繪
二
幅
鞴

懸
之
。
其
前
立
卓
置
花
瓶
。
會
衆
西
面
二
候
。
(後
略
)

(30
)

「天
神
名
号
」
と
は
、
連
歌
の
神
と
さ
れ
る
菅
原
道
真
の
神
号
で
、
「南
無

天
満
大
自
在
天
神
」
「大
威
徳
自
在
天
神
」
な
ど
と
い
う
も
の
。
天
神
画
の
ほ
か
、

こ
れ
ら
の
文
字

(神
号
)
を
掛
軸
に
仕
立
て
て
、
連
歌
の
席
に
掛
け
ら
れ
る
こ
と

が
あ
っ
た
。

(31
)

『慕
帰
絵
詞
』
『日
本
の
美
術
』
第

一
八
七
号

至
文
堂

昭
和
五
六
年
ほ

か
。

(32
)

伊
地
知
鉄
男

「北
野
信
仰
と
連
歌
」
『書
陵
部
紀
要
』
第
五
号

昭
和
三

十
年
、
金
子
金
治
郎

「連
歌
の
会
席
と
運
営
」
『連
歌
総
論
』
桜
楓
社

一
九
八

七
年
、
木
藤
才
蔵

『連
歌
史
論
考
』
下

明
治
書
院

一
九
七
三
年
、
ほ
か
を
参

考
に
し
た
。

(33
)

こ
の
時
の
妙
法
院
門
主
は
、
後
光
厳
天
皇
第
七
皇
子
の
堯
仁
親
王
。

(34
)

『看
聞
御
記
』
永
享
七
年
十
月
三
日
条
。

(35
)

『満
済
准
后
日
記
』

(36
)

『看
聞
御
記
』
永
享
四
年
七
月
七
日
条
ほ
か
。

(37
)

『俳
文
学
大
辞
典
』
角
川
書
店

平
成
七
年
、
口
絵

に
は
、
貞
徳
筆
の
天

神

一
行
物

(「天
神
名
号
」)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
貞
徳
は

(
一
五
七

一
～

一
六

五
三
)
和
歌
作
者

・
歌
学
者

・
俳
諧
師
で
あ
り
、
十
七
世
紀
初
頭
、
俳
諧
師
の
筆

に
よ
る

「天
神
名
号
」
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(38
)

(原
文
)

七
日
。
晴
。
自
晩
雨
降
。
此
問
炎
旱
之
處
珍
重
。
早
朝
人
人
花
進
之
。
會
所
餝
之
。

屏
風
二
双
立
廻
。
繪
七
幅
懸
之
。
棚

一
脚
。
雕
麹

種
卓
。
香
盤
等
花
五
十
瓶

立
並
。
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O

たて花

自
分
三
瓶
鍵

鑼

難

若
宮
胡
銅
病

南
御
方
二
瓶
嬲

粍

前

源
宰
相
二
瓶
醐
覲
縛
一
。
庭
田
宰
相

一
瓶
醐
糊

長
資
朝
臣
二
藷

塑

淦
隆

鞭

聾

瓶韈
二講
薪
韆
鸚

雛
嘛

瓶
囓

夢

曝

退
藏
董

驫

纓

法
安
寺
一
瓶
金
銅

即
成
院
三
瓶

湖
綱
を
副
飜
號

光
臺
寺

一
瓶
金
銅
。

松
林
菴

一
瓶
途
欄
尸
編

永
松
菴

一
瓶

胡
銅
。

玉
泉
寺

一
瓶
欄
錙
碓
紅

梅
林
菴

一
瓶
胡
銅
。

寳
嚴
院

一
瓶
茶
坑
。

良
賢
一
驫

嗹

璋

定
直

瓶
嬲

韃

雕

殲

禪
啓
一
瓶
疆

良

醂
輪

郷
淨撃

継

纛

禳
胡
鋸

義
祐
一瓶
鱗號同

繪
一幅
。
観
音
。

早
旦
先
梶
葉
法
樂
。
其
後
大
光
明
寺
參
。
光
嚴
院
御
忌
燒
香
如
例
。
兩
宰
相
。

長
資
。
隆
富
等
朝
臣
以
下
參
。
次
入
風
呂
。
留
守
之
間
人
々
僧
達
群
參
。
花
座

敷
拜
見
云
々
。
晩
頭
御
節
供
祀
着
。
女
中
侍
臣
祗
候
。
次
和
哥
披
講
。
前
宰
相
。

庭
田
宰
相
。
長
資
朝
臣
。
隆
富
朝
臣
。
重
賢
。
經
秀
。
行
資
等
講
之
。
歌
詠
人

數
予
。
宰
相
以
下
如
例
。
正
永
詠
進
。
其
後
連
哥

一
折
。
殊
更
法
樂
。
長
資
。

隆
富
等
朝
臣
以
下
候
。
明
日
連
哥
定
直
申
沙
汰
。
仍

一
折
了
閣
之
。
夜
音
樂
。

一
身
法
樂
。
盤
渉
調
樂
七
。
朗
詠

一
首
。
終
日
之
儀
窮
屈
休
息
。
聞
。
仙
洞
御

樂
依
雨
延
引
。
御
花
合
如
例
。

八
日
。
雨
氣
未
晴
。
至
夜
甚
雨
降
。
月
次
連
歌
頭
定
直
申
沙
汰
。
七
夕
法
樂
相
懃
。

昨
日
定
直
仙
洞
祗
候
之
間
今
日
參
。
慶
壽
參
。
會
衆
如
例
。

一
獻
別
而
申
沙
汰

神
妙
也
。
入
夜
百
韻
了
。
聞
。
仙
洞
乞
巧
奠
依
雨
儀
中
門
下
被
行
。
御
連
歌
無

御
沙
汰
。
只
大
飮
而
已
云
々
。

(39
)

『看
聞
御
記
』
応
永
二
十
七
年
七
月
七
日
、
八
日
条
。

(40
)

増
補
史
料
大
成

『康
富
記
』
に
お
け
る
連
歌
会
に
つ
い
て
は
、
榎
原
雅
治

(注
26
)、
奥
田
久
輝

「室
町

・
一
官
人
の
連
歌
遍
歴
ー

『康
富
記
』
覚
書
1
」

一
・
二

『園
田
学
園
女

子
大
学
論
文
集
』

一
七

・
一
八

一
九
八
二

・
八
三
年
、
同

「
『康
富
記
』
覚
書

三
-
室
町

・
一
官
人
の
連
歌
遍
歴
1
」
『園
田
国
文
』

一
八

一
九
九
七
年
、
同

「室
町

・
一
官
人
の
連
歌
遍
歴
1

『康
富
記
』
覚
書
四

・
五
1
」
『園
田
学
園
女
子

大
学
論
文
集
』
三
二

一
九
九
七
年
、
を
参
考
に
し
た
。

(41
)

『康
富
記
』
な
ら
び
に
中
原
康
富
に
つ
い
て
は
、
矢
野
太
郎

「康
富
記
解

題
」
『増
補
史
料
大
成

康
富
記

一
』
昭
和
十

一
年
、
坂
本
良
太
郎

「中
原
康
富

の
学
問
」
『文
化
』
第
十
巻
第
十

一
号

岩
波
書
店

一
九
四
三
年
、
橋
口
裕
子

「中
原
康
富
と
清
原
家
と
の
関
わ
り
」
『国
文
学
巧
』

一
一
九
号

昭
和
六
十
三
年
、

今
谷
明

「文
安
の
土

一
揆
拾
遺
1
『押
小
路
文
書
』
所
収

『康
富
記
』
断
簡
に
つ

い
て
ー
」
『京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
第
十
号

平
成
四
年
、
井
上
幸
治

「中

原
康
富
の
家
系
と
そ
の
周
辺
」
『京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
第
二
十
号

平
成

十
七
年
、
を
参
考
に
し
た
。

井
上
論
文
に
よ
れ
ば
、
中
原
康
富
は
応
永
六
年

(
=
二
九
九
)
生
ま
れ
、
長
禄
元

年

(
一
四
五
七
)
に
五
十
九
歳
で
没
す
。
正
五
位
下
、
権
大
外
記

・
中
務
権
少
輔
。

(42
)

(原
文
)

十
四
日
庚
申

晴
、
入
夜
月
明
々
、
參
伏
見
殿
、
(中
略
)
今
夜
者
庚
申
也
、

可
被
遊
御
連
歌
、
暫
可
祗
候
之
由
被
仰
之
間
、
待
申
之
處
、
晩
御
會
被
始
之
、
予

可
勤
仕
執
筆
之
由
被
仰
下
、
於
御
座
席
内
撤
疊
、
被
敷
圓
座
、
其
上
令
參
著
了
、

御
文
臺
御
硯
、
常
御
會
被
用
御
物
也
、
(以
下
省
略
)

(43
)

池
田
道
人

「南
北
朝

・
室
町
期
に
お
け
る
場
の
使
用
形
態
と
会
所
の
形

成
」
『日
本
歴
史
』
二
九
五
号

一
九
七
二
年
、
川
平
ひ
と
し

「文
台
と
本
尊
の

あ
る
場
-
和
歌
会
次
第
書
類
点
綴
1
」
『中
世
文
学
』
第
三
十
八
号

平
成
五
年
、
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を
参
考
に
し
た
。

(44
)

最
初
の
連
歌
撰
集
。
全
二
十
巻
。
二
条
良
基
が
救
済
と
共
撰
。

(45
)

増
補
続
史
料
大
成

(46
)

尋
尊

永
享
二
年

(
一
四
三
〇
)
～
永
正
五
年

(
一
五
〇
八
)、
興
福
寺

大
乗
院
第
二
十
七
代
門
跡
、
大
僧
正
。

(47
)

こ
の

「七
夕
御
会
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
鈴
木
良

一
「m
遊
楽
活
計
」

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
そ
し
え
て

一
九

八
三
年
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し

「花
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

(48
)

一
条
兼
良

応
永
九
年

(
一
四
〇
二
)
～
文
明
十
三
年

(
一
四
八

一.)。

関
白
ま
で
昇
進
、
文
明
五
年
出
家
、
当
代

一
の
学
才
と
い
わ
れ
た
人
物
。
奈
良
で

の
宿
所
は
、
門
跡
の
隠
居
所
で
あ
る
成
就
院
で
あ
っ
た
。

永
島
福
太
郎

『
一
条
兼
良
』
吉
川
弘
文
館

昭
和
三
十
四
年
ほ
か
を
参
考
に
し
た
。

(49
)

川
上
貢

「禅
定
院
の
会
所
」
『日
本
中
世
住
宅
の
研
究
』
墨
水
書
房

昭

和
四
十
二
年
に
詳
し
い
。

(50
)

「祭
礼
草
紙
」
作
者
不
詳

前
田
育
徳
会
蔵
。
ほ
か
に
大
井
ミ
ノ
ブ

『生

活
か
ら
み
た
い
け
ば
な
の
歴
史
』
(注
5
)
四
五
頁
ほ
か
で
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

(51
)

(原
文
)

三
日

(前
略
)

一
来
七
日
百
首
題
方
々
賦
之
了
、

一
同
花
事
自
昨
日
所
々
申
遣
之
、
百
瓶
分
之
由
也
、

一
献
色
々
事
等
雜
掌
所
二

申
付
之
、

(中
略
)

七
日

一
七
夕
御

會
事

、
百

首
和

歌
題

兼

日
賦

之
、
今

日
各

早

旦
到
來

、
連

歌

一
座
在

之

、
御

人
數

事
、

去
三
日
方
々
賦
短
尺
了
、

(中
略

)

一
御

會
所

方
色

々
事

花

瓶

三
十

一
浄
土
寺
秘
計
、

花

瓶

一二
十
極
楽
坊
秘
計
、

花

瓶

二
十

己
心
寺
秘
計
、

花

瓶

六
次
郎
秘
計
、

　

花

瓶

二
成
就
院
、

花

瓶

六
因
幡
威
儀
師
、

大
口
海
也

之

花
瓶

一
御
宿
、

花
瓶

二
学
延
房
得
業
、

合

九
十

九
瓶

百
瓶

ミ

之

ζ

之

(中

略
)

一
仙
翁

花
進

上
方

々
、

出
世

・
々
問

・
上
下

北
面

衆

・
兒

・
中
童

子
遁

世
者

御

童
子

・
力
者

・
京
都
衆
、
便
宜
く

二
隨
而
持
寄
衆
五
十
人
計
衆
也
、
或
人

別
二
三
百
本
至
五
本
十
本
數
千
本
花
也
、
六
日
之
七
時
分
よ
り
立
之
、
十
五

六
人
之
衆
也
、
其
後
又
心
閑
二
夜
中
立
直
之
事
、
及
後
夜
時
分
、
又
明
早
旦

末
座
花
共
立
之
、
涯
分
令
荘
厳
了
、

一
百
首
被
重
之
、
則
被
閇
之
了
、
御
連
歌
御
會
等
悉
以
七
時
分
事
畢
、
毎
事
無

爲
畏
入
者
也
、
其
後
御
宿
女
中
衆
來
臨
、
被
花
物
了
、
酒
肴
進
之
了
、
則
退

歸
、
(以
下
省
略
)

(52
)

増
補
続
史
料
大
成

(53
)

『蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
八
年
七
月
六
日
条
ほ
か
。

(54
)

史
料
纂
集

(55
)

大
井
ミ
ノ
ブ

「後
土
御
門
天
皇
の
時
代
に
お
け
る
宮
廷
立
花
に
つ
い
て
」

『
い
け
ば
な
史
論
考
』、
同

「花
道
史
に
お
け
る
展
開
期
の
問
題
-
室
町
時
代
か
ら

江
戸
時
代
初
期
ま
で
ー
」
『日
本
文
化
史
研
究
』
(注
5
)。
ほ
か
に
、
伊
藤
敏
子
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たて花

『
い
け
ば
な
』
教
育
社

一
九
九

一
年
、
六
二
～
七
二
頁
な
ど
が
あ
る
。

(56
)

拙
稿

「中
世
後
期
文
化
の

一
様
相

-
山
科
家
の
日
記
に
見
る

「花
」

1
」
『女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号

(注
13
)。

(57
)

拙
稿

「室
町
時
代
の
連
歌
会
と

「
花
」
」
③

・
④

・
⑤

連
句
誌

『れ
ぎ

お
ん
』
四
七
～
四
九
号

前
田
圭
衛
子
編

二
〇
〇
五
年
。

(58
)

拙
稿

(注
22
)
①

「生
成
期
に
お
け
る

「
た
て
花
」
1
十
五
世
紀
中
期
の

「花
」
と
連
歌
の

一
様
相
」
『日
本
研
究
』
第

二
十
九
集
。

(59
)

連
歌

・
連
歌
会
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
の
立
場
か
ら
、
金
子
金
治
郎

『菟

玖
波
集
の
研
究
』
風
間
書
房

昭
和
四
十
年
。
同

『新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
』
風

間
書
房

昭
和
四
十
四
年
。
小
高
恭

『お
湯
殿
の
上
の
日
記
の
研
究

宗
教

・
遊

芸

・
文
芸
資
料
索
引
』
続
群
書
類
従
完
成
会

昭
和
四
十
八
年
。
両
角
倉

一

「後

土
御
門
帝
連
歌
壇
の
作
品
に
つ
い
て
ー
現
存
作
品
の
整
理
と
式
目
実
施
の
状
況
」

『山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
3

昭
和
四
十
四
年
。
廣
木

一
人

「後
土
御

門
天
皇
家
の
月
次
連
歌
会
」
『青
山
語
文
』
第
三

一
号

二
〇
〇

一
年

(『連
歌
史

試
論
』
新
典
社

平
成
十
六
年
に
所
収
)、
が
あ
り
参
考
に
し
た
。

(60
)

(原
文
)

一
、
自
明
日
御
法
樂
千
句
間
、
先
今
タ

コ
ト
ハ
シ
メ
也
、
御
人
數
各
参
候
、
發

句
第
三
マ
テ
定
之
力

・
せ
ラ
ル
・
也
、
予
井
元
長
第
三
マ
テ
別
帋

二
書
之
、

ハ
シ

(欠
損
)
予

二
御
座

(
一
字
欠
損
)
ノ
ハ
ナ
ヲ
予

ニ
タ
テ
サ
せ

(欠

損
)
ク
ハ
ヒ
ン
ニ
立
也
、
七
過
ヨ
リ
參
、
第
三
マ
テ
被
定
也
、
(後
略
)

御
千
句

第

一
何
路
梅

此
神
に
こ
の
花
手
折
た
む
け
哉

御
製

桜

に
か

こ
ふ
水

か
き

の
春

親

王
御
方

う

す

か
す

ミ

へ
た

て
す
月

に
野

ハ
ミ

え

て

式
部

卿
宮

(
以
下
、

省
略

)

(
61
)

(原

文

)

一
、
今

朝
立

花
御

用

二
禁
裏

參
候

也
、

御
學

文
所

棚

上
心
松

、
中

梅
、

ア
カ
ミ

ト

リ
、
同

所
故

銅
御

花
瓶

、

心
梅

カ

フ
ソ

へ
候

、
右

ワ
ウ

ハ
イ
、
左

モ
梅

、

黒
戸

心
松

、
左

紅
梅

、

フ
キ
、

ア

カ
ミ

ト
リ
、

小
御

所
梅

、

コ
ウ

ハ
イ
、

左

ヒ

バ
ノ

ハ
也
、

下
草

キ

ン
せ

ン
花
也

、

(62
)

北

野
天
満

宮

の
末

社

に
紅

梅
殿

と
老
松
社

が
あ
る
。
「
老
松
」

に

つ
い
て
は
、

「
飛
梅

伝
説

」

に
付

随
し

て

「
追
松

伝
説
」

(松

が
道
真

の
あ

と
を
追

う
)

が
生

じ
、

そ

の

「
追
松

」

が

「紅

梅
」

と

の
対

照
を
も
考

え

て

「
老
松
」

と
な

っ
た

と

い
う
。

『
謡

曲
集
①

』

新

編

日
本

古

典
文

学
全

集

五

八

小
学

館

一
九

九

七

年
、

ほ

か
を

参
考

に
し

た
。

(63
)

『
天
正

十

八
年

毛

利
亭

御
成

記

』
続

群
書

類

従

第

二
十

三
輯

下

武

家

部
。

『
文
禄

三
年

前

田
亭
御

成
記

』
続

群
書

類
従

第

二
十

三
輯

下

武
家

部
。

拙

稿

②

「
教

育

と
し

て
の

「花

」
ー

「花

」

「
茶
」

は

ど

の
よ

う

に

し

て
女

性

の

も

の
に
な

っ
た

の
か
ー

」

『
野
村

美
術

館
研

究
紀

要
』

第
十

五
号

(
注

22
)
、
十

八

頁

。
(64
)

大
井

ミ
ノ
ブ

(注

5
)
、

村
井

康
彦

(注

14
)

(65
)

小
高

恭

(注

59
)

九

一
、

九

二
頁

。

(66
)

(原

文
)

三

日
。
花

た

て

の
御

連

歌
。

た
め

さ
ね

と
う
。

こ
の
た

ひ
は

一
色

つ

〉
ま

い
り

て
天
神

の
御

ま

へ
に
お

か
れ

て
。

は

て

〉
く
は

う
。

わ
た

く
し
御

し

や
う

く

わ
ん
あ

り

て
御

ち
や

を
ま

い
る
。

く
御

。
宮

の
御

か
た

へ
は
神

へ
ま

い
ら

ぬ

85



さ

き

に
と
り

て

お
か
る

〉
。

は
や

は
や

と

は
て

〉
め

て
た
し
。

い
し
ゆ

そ
梅

の
枝

ま

い
る
。

(
67
)

(原
文

)

一
、

今

日
御
會

二
早

旦
祗

了
、

先
予

二
御

學

間
所

之
花
被

立

了
、
御

會
花

也
、

則

`
御
連
哥
御
會

ハ
シ
マ
ル
也
、(映耀
譯

方
御
出
座
、
祗
候
輩
潅
搬
糶
還
)予
・

殱
騰

囃
中
納
言
・甘
露
誨

納
言
。
●新
宰
櫨
螺
擁

韆

朝
臣
.靆

朝
臣
.

醜
鎌

颱
い譴
職

四
緬
爨
等
也
、
御
會
半
二
御
銚
子
被
出
畢
、
(後
略
)

(
68
)

三
角

範

子

「足

利
義

教

邸

月
次

連

歌
会

に

つ
い
て
」

『
九
州

史

学

』

一
二

二
号

一
九
九

九
年

。
今

谷
明

『
日
本

国
王

と
土

民
』

日
本

の
歴
史

⑨

集

英
社

一
九
九

二
年

、

一
七

三
～

一
七

六
頁

。
榎

原
雅

治

(注

26
)
。
拙

稿

「室

町

時

代

の
連

歌

会

と

「
花
」
」
③

・
④

連

句

誌

『
れ
ぎ

お
ん
』

四

七

・
四

八
号

前

田

圭
衛

子
編

二
〇
〇

四

・
二
〇
〇

五
年

。

(
69
)

続

群
書

類
従

補

遺

一

(
70
)

満

済

生

没
年

一
三

七

八
～

一
四
三

五
年

、
足
利

義
満

猶

子
、
得

度

、
三

宝
院

門
主

・
醍

醐
寺

座
主

、
准

三
后

。

(
71
)

(原
文

)

十

六
日
。

雨
。
自
室

町

殿
會

所

置

物
。

御
繪

七

幅
。

小
盆

三
枚
。

古
銅

三
具

足
。

同
香
合
。
文
梅

花
瓶

一
對
。
紺
聖

同
卓
二
。
鷹

草
花
瓶

一
。
有

同
卓
。

槽

小
壅

・
食
箜

・
硯
面

黼
護

糞

馬
粍

筆
な

謬

小
刀

筆
墨
各

一
。
軸
物

一
。
噸

鉢
。
幣

二
。
同
石
二
。
水
瓶

一
。
克

以
上
色
々

以
立
阿
彌
被
遑
下
之
了
。
祀
着
眉
目
此
事
々
々
。
立
阿
二
二
千
疋
賜
之
也
。
立

阿
令
奉
行
置
物
共
悉
置
之
。
飾
之
了
罷
歸
也
。
會
繪
以
下
大
略
今
日
周
備
了
。

(以
下
省
略
)

(72
)

(原
文
)

十
七
日
。
雨
。
今
日
將
軍
爲
花
御
覽
御
入
寺
。
雨
中
長
途
旁
拳
手
處
光
儀
。
且
祝

着
。
先
於
新
造
會
所
御
三
ツ
盃
在
之
。
綾
五
重
。
盆
。
香
合
梅
。
進
之
。
予

一

人
對
合
申
了
。
其
後
予
退
出
。
御
膳
等
聊
御
休
息
。
其
後

一
獻
。
大
名
八
人
御

前

二
着
座
。

(中
略
)

御
連
歌
在
之
。
攝
政
參
會
被
申
也
。
御
發
句
將
軍
御
沙
汰
。

と
を
く
問
ふ
か
ひ
あ
る
花
の
さ
か
り
哉

(を
イ
)

千
代
も
な
れ
見
ん
松
と
櫻
木

三

池
水
の
月
も
し
つ
か
に
春
す
み
て

二

(73
)

国
史
大
系

(74
)

(原
文
)

一
御
連
歌

ハ
年
始
正
月
廿
八
日
御
春
御
座
候
て
御
月
次
御
会

ハ
無
御
座
候
但
何

時
も
被
遊
候
事
又
勿
論
御
儀
に
て
候
次
御
ま
り
ハ
年
始
正
月
十
六
日
に
て
御
座
候

是
も
御
月
次
に
て
ハ
御
座
候

ハ
て
何
時
も
被
遊
候

(75
)
(原
文
)

一
天
神
又
ハ
名
号
な
ど
か
け
ら
れ
候

ハ
ん
事
ハ
別
而
子
細
御
座
候
御
時
ハ
さ
や

う
に
も
御
候

ハ
ん
と
存
候

(76
)

拙
稿

(注
21
)

(77
)

立
阿
弥
に
関
し
て
は
、
林
屋
辰
三
郎

『中
世
文
化
の
基
調
』
東
京
大
学
出

版
会

一
九
五
三
年
、
二
四

一
頁
。
香
西
精

「同
朋
衆
雑
考
」
『世
阿
弥
新
考
』

わ
ん
や
書
店

昭
和
三
十
七
年
、
八
○
、
八

一
、
八
六
～
八
八
頁
。
大
井
ミ
ノ
ブ

『生
活
か
ら
み
た
い
け
ば
な
の
歴
史
』
(注
5
)
五
四
～
五
九
頁
。
蔭
木
英
雄

『蔭

凉
軒
日
録

室
町
禅
林
と
そ
の
周
辺
』
そ
し
え
て

一
九
八
七
年
、

一
七
九
頁
。

山
根
有
三

(注
8
)、

一
四
三
～

一
四
六
頁
。
村
井
康
彦

『花
と
茶
の
世
界
』
(注

86



たて花

14
)
、

一
六
三
～

一
七

一
頁

。

大
井

ミ

ノ
ブ

・
小
川

栄

一

(注

5
)
、

一
七

四
～

一

七
九

頁
。

拙
稿

(注

21
)

七

八
、
七

九
頁

ほ

か

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

(
78
)

群

書
類

従

第

二
十

二
輯

武
家

部

(
79
)

増

補
続

史
料

大
成

(
80
)

『満

済
准

后

日
記
』

永

享

三
年

七

月

二
十

四
日
条

ほ

か
。

(
81
)

『満

済
准

后

日
記
』

永
享

四
年

二
月
十

日
条

ほ

か
。

(
82
)

『満

済
准

后

日
記
』

永
享

四
年

正

月

二
十
日

条

ほ
か
。

(
83
)

『満

済

准

后
日

記
』

永
享

四
年

十

一
月

十
九

日

条
、

永
享

五

年

二
月

九

日

条
。

(
84
)

『満

済
准

后

日
記
』

永
享

二
年

正

月
十

七
日

条
。

(
85
)

『満

済
准

后

日
記
』

永
享

四
年

二
月

二
十

二
日
条
。

(
86
)

『看

聞

日
記

』

は
、
応

永

二
十

三
年

以
後

、

七
夕

法
楽

に
お

け

る
座

敷

飾

り

を
記

録

し

て

い
る
が

、
永

享

七
年

こ
ろ

ま

で
は
、

「
花
」

よ

り
も

唐

物
花

瓶

に

関
心

が
向

け
ら

れ

て

い
た
。

(
87
)

村

井
康

彦

(注

14
)
七

一
頁

。

(
88
)

(原

文

)

「各

賜
江

瓜

百
籠
。

乃
立

阿

之
奉
。
」

(
永
享
十

・
七

・
五
条

)

「
可
任
書

記

之
旨
有

命
。

乃

立
阿

之
奉

。
」

(永

享

十

・
七

・
十

条

)

「拜

受
之

折
帋

。

入
夜
使

立

阿
懸

之
御

目
。
」

(永
享

十

一

・
閏

正

・
廿

五
条

)

(
89

)

(原

文
)

一
草
花

禁
裏

様

へ
御

進
上
也

。

此
草

花

は
五

ケ
番

よ
り
参

を
御

花
瓶

に
被

為

立
。

御
盆

に
被

居
候

而
。

以
伝

奏
御

進
上

な
り

。
御

蔵
籾

井
被

官

ど
も
草

花

を
も

た

せ
候
而

。
伝

奏

に
相

随

而
内
裏

へ
参
也

。
花

は
代

々
立

阿
彌

立
申

也
。

(90
)

続

群
書

類
従

第

二
十

三
輯

下

武
家

部

(91
)

続
群
書
類
従

第
二
十
三
輯
下

武
家
部

(92
)

今
泉
淑
夫

「春
阿
弥
-
阿
弥
再
見
断
章
1
」
『日
本
の
美
術
』
第
三
三
八

号

至
文
堂

一
九
九
四
年
に
詳
し
い
。

(93
)

(原
文
)

「兩
巨
座
所
獻
之
二
千
疋
之
分
。
以
於
殿
中
被
獻
故
立
阿
彌
賜
之
」
(長
禄
四

・

八

・
廿
四
条
)

「白
瓜
折

一
合
。
被
獻
于
普
廣
院
眞
前
也
。
但
立
阿
奉
之
」
(寛
正
四
・
五

・
十

条
)「奉

報
西
芳
寺
御
成
之
事
也
。
(中
略
)
立
阿
彌
而

一
覽
」
(寛
正
六

・
六

・
廿

六
条
)

(94
)

(原
文
)

「有
深
香
之
梅
花
御
尋
之
由
。
立
阿
竊
告
之
。
仍
獻
梅
花
數
枝
井
水
仙
花
數
莖

也
。
(立
)
阿
傳
奏
之
」
(文
正
元

・
二
・
五
条
)

(95
)

亀
泉
集
証
は
、
女
中
申
次
の
冷
泉
殿
や
堀
川
殿
に
も
花
材
を
贈
り
、
謝
状

を
も
ら

っ
て
い
る

(文
明
十
八
年
四
月
十
四
日
条
ほ
か
)。
女
性
も

「花
」
と
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

(96
)

(原
文
)

愚
亦
云
。
薄
紅
梅

一
枝
。
深
紅
梅

一
枝
。
水
仙
花
数
莖
。
以
棕
子
奉
獻
東
府
。

相
公
有
御
謝
詞
。
如
此
之
梅
當
年
始
而

台
覽
之
由
被
仰
出
。
高
橋
右
京
亮
入
道

語
愚
日
。
今
朝
所
見
獻
梅
花
適

台
慮
。
所
以
者
何
見
進
花
。
比
々
焉
皆
自
御
前

出
可
立
之
命
有
之
耳
。
今
朝
之
花
者
別
而
有

台
言
日
。
今
春
如
此
之
花
始
而

台
覧
。
召
立
阿
將
令
立
之
。
立
阿
時
虫
氣
之
由
申
不
參
。
重
而
召
之
嚴
也
。
以

故
乃
參
於
御
前
立
此
華
。
仍
賜
立
阿
以
流
霞
。
於
御
前
重
盃
者
六
。
依
此
花
立
阿

施
面
目
云
々
。
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(
97
)

『蔭

凉
軒

日
録
』

延
徳

三
年

九
月

二
十

八

日
条
。

(
98
)

『蔭

凉
軒

日
録
』

明
応

元
年

十
月

八

日
条
。

(
99
)

足
利
義

材

(義
稙

)
。

(
001
)

(原
文

)

「
謁
東

府
。

江
南

所
無

竝
白

梅

以
數
枝

奉

相
公
。

乃

召
立
阿

。

立
阿
他

行

召
台

阿
被

命
也

。
」

(
101
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

文
明

十
九
年

八
月

二
日
条

ほ

か
。

(
201
)

ほ

か
に

『蔭

凉
軒

日
録

』

に
は
仲

清

と

い
う
僧
侶

と
思

わ

れ

る
人

物

が
亀

泉
集

証

の
所

で

「花

」

を
立

て

て

い
る
。

(
301
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

延
徳

元
年

十
月

十

日
条
。

(
401
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

長
享

二
年

二
月

十

三
日
条

ほ

か
。

(
501
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

延
徳

三
年

二
月

二
十

四

日
条
。

(
601
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

長
享

二
年

七
月

十

五
日
条

ほ

か
。

(
701
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

長
享

二
年

五
月

七

日
条
。

(
801
)

『蔭

凉
軒

日

録
』

延
徳

元
年

十

二
月

二
日
条

ほ

か
。

(
901
)

『蔭

凉

軒

日
録

』
延

徳

三
年

九

月
十

七

日
条

以

降
、

数
多

く

記
事

が

み
ら

れ

る
。

(
011
)

(原
文

)

「
自
相

阿

三
具

足
借

用
之
。

古
銅

小

三
具

足
借

之
。
」

(
皿
)

相

阿
弥

(?
～

一
五

二
五
)

画
家

。
同

朋
衆

。
能
阿

弥

を
祖

父
、
芸

阿

弥

を
父

に
持

つ
。

『
君
台

観
左

右
帳

記
』

『御

飾
書
』

を
著

す
。

『北

野
社

家

日
記
』

(続

群
書

類
従

完
成

会
)

明
応

二
年

四
月

十
九

日
条

。

(
211
)

文

明

十
年

(
一
四
七

八
)

以

降
、

『山

科

家
礼

記

』

や

『言

国

卿

記
』

か

ら

は
、
禁

裏

「
た

て
花
し

の
記
事

が
多

く
見

出

さ
れ

る
。

(
311
)

『
在
外

奈
良

絵
本

』
奈

良
絵

本
国

際
研

究
会

議
編

昭

和
五

十

六
年
。

『
室

町
物

語
集

』

上

新

日
本

古

典
文

学
大
系

五

四

一
九

八
九

年
。

(
411
)

岡
見

正
雄

『在

外
奈
良

絵

本
』
解

題

角

川
書
店

昭
和

五
十

六
年

。
島

津

忠
夫

「連

歌

会

と
茶

寄
合

」

『
茶
道

聚

錦
』

二

小
学

館

昭

和

五

十

九
年

。

金

子
金

治
郎

「
連

歌

の
会

席

と
運

営
」

『
連
歌

総
論

』
桜

楓
社

昭

和

六
十

二
年
。

目
8

Φ

日
》
囚
国
d
O
団
H
.、》
宦

0
8

ひq
一N
o
ω
ぼ

ぎ

0
8

けΦ
×
什

ω
母

ロ

ロ
o

ω
o
ω
三

9。
巳

昏
①

田

Φ
-
国
霞
巻

吋
⊆
乙

一
切
Φ
一醒

o
昜

]≦
ロ
一鉱
O
一Φ
×

冒

昏
Φ

目
簿
Φ

ω
一×
-

審
Φ
暮
ず

O
①
耳
⊆
亳

、、

『冒

冨

口
Φ
ω
Φ

冒

霞
昌
巴

o
h
菊
Φ
一茜
δ
⊆
ω
ω
けロ
隻
①
ω
』

南

山

大

学

南

山

宗

教

文

化

研

究

所

一
九

九

六
年

。

田

村

千

鶴

「
室

町

時

代

物

語

『猿

の
草

子
』

を

め
ぐ

っ
て
」

『国

語

国
文

』
平

成

十

二
年

。
廣

木

一
人

「
『猿

の

草

子
』

私
見
1

「
連

歌
会

席

図
」

の
こ

と
な

ど
ー

」

『青

山

語
文

』

第

三
十

三
号

二
〇

〇

三
年

(
『連

歌
史

試
論

』
注

(
59
)
に
所

収
)
。

(
511
)

『
室

町
物

語
集

』

上

新

日
本
古

典

文

学

大
系

五

四

岩

波

書

店

一

九

八
九
年

に
よ

る
。

(
611
)

『
日
本

思

想
大

系

』

二
三

岩
波

書

店

一
九
七

三
年

、

村

井
康

彦

訳

注

『茶

の
湯

の
古

典

1

君
台

観
左

右

帳
記

御

飾

書
』

世
界

文

化
社

昭
和

五
十

八
年

、
矢

野

環

『
君
台
観

左

右
帳

記

の
総

合

研
究
』

勉
誠

出
版

一
九

九
九
年

、

ほ

か
を
参

考

に
し

た
。

(
711
)

古

代
中

国

の
故
事

、

黄
帝

の
臣

下
貨

狄
が
柳

の
葉

に
ヒ

ン
ト
を
得

て
船

を

造

り
帝

の
仇

を
討

っ
た
と

い
う
話

に
よ
る
。

『
山
上

宗

二
記
』

(
『茶

道
古

典
全

集
』

6
)

か
ら

も
、

「
貨
狄

」

と
呼

ば

れ

る

「
釣

舟
」

の
花

入

れ

が
あ

っ
た

こ

と
が

見

出

さ
れ

る
。

(
811
)

そ

の

一
つ
と
し

て
拙

稿

「
「
花
」

と
連

歌

-
花

の
伝
書

に
み
る

そ

の
相

関
」

『民

族
藝

術
』

第

二
三
号

民
族
藝

術
学

会
編

二
〇
〇

七
年

が
あ

る
。
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