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先
だ
っ
て
久
し
ぶ
り
に
小
宮
さ
ん
と
会
っ
た
時
、
何
か
の
拍
子
に
露
伴
先
生
の
話
が
出
た
。
そ
し
て
文

さ
ん
の
『
父
』
の
こ
と
な
ど
を
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
小
宮
さ
ん
が
、
「
そ
う
い
え
ば
、
幸
田
さ
ん
は
死

ぬ
前
に
「
じ
ゃ
、
お
れ
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と
い
っ
た
そ
う
だ
が
、
あ
れ
は
君
、
大
変
な
こ
と
だ
よ
。

幸
田
さ
ん
と
い
う
人
は
、
よ
ほ
ど
傑
か
っ
た
ん
だ
ね
」
と
し
み
じ
み
い
わ
れ
た
。
私
も
実
は
『
父
』
を
読

ん
だ
時
に
、
あ
の
言
葉
に
出
遭
っ
て
、
思
わ
ず
ど
き
っ
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
「
あ
れ
に
は
本
当

に
驚
き
ま
し
た
。
辞
世
の
歌
な
ど
に
は
そ
う
感
心
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
れ
に
は
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。
今
ま
で
あ
あ
い
う
こ
と
を
い
っ
た
人
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
心
か
ら
同

感
し
た
。

　
昭
和
二
十
二
年
即
ち
終
戦
二
年
目
の
夏
は
、
何
十
年
ぶ
り
と
い
う
暑
さ
で
あ
っ
た
。
東
京
は
ま
だ
廃
墟

の
面
影
を
残
し
て
い
る
。
焦
土
の
上
を
赤
熱
の
太
陽
が
、
無
慈
悲
に
灼
き
つ
け
て
い
た
。
人
々
は
虚
脱
状

態
を
抜
け
切
ら
ず
、
炎
熱
と
土
埃
と
の
中
に
あ
え
い
で
い
た
。
こ
の
夏
露
伴
先
生
は
市
川
の
陋
屋
で
、
最

後
の
病
床
に
つ
い
て
お
ら
れ
た
。
七
月
十
一
日
か
ら
始
っ
た
口
腔
内
の
出
血
が
、
な
か
な
か
止
ら
ず
、
容

態
は
急
激
に
悪
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
死
の
二
日
前
、
二
十
八
日
の
あ
け
が
た
、
先
生
は
終
焉
の
人
が

よ
く
見
せ
る
あ
の
小
康
を
得
て
、
文
さ
ん
と
や
や
長
い
話
を
し
て
、
最
後
に
「
じ
ゃ
、
お
れ
は
も
う
死
ん
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じ
ゃ
う
よ
」
と
い
わ
れ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
言
葉
は
、
死
を
覚
悟
す
る
と
か
、
従
容
と
し
て
死
に
就
く
と
か
い
う
の
と
は
、
少
し
違
う
よ
う
に
、

私
に
は
思
わ
れ
る
。
古
来
、
老
僧
高
士
が
死
に
臨
ん
で
少
し
も
恐
れ
ず
、
立
派
な
辞
世
の
句
だ
の
偈
だ
の

を
残
し
て
帰
す
る
が
如
く
に
逝
っ
た
例
は
、
非
常
に
沢
山
あ
る
。
し
か
し
そ
の
句
や
偈
な
ど
が
立
派
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
何
と
な
く
生
を
意
識
し
て
の
死
と
い
う
感
じ
が
、
頭
の
ど
こ
か
に
残
っ
た
。
し

か
し
露
伴
先
生
の
「
じ
ゃ
、
お
れ
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
に
は
、
生
を
意
識
し
て
の
死
と
い
う
も
の
が
、

全
然
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
生
死
を
超
越
す
る
と
い
う
言
葉
は
、
今
ま
で
に
何
度
も
聞
か
さ
れ
て
い
る
言
葉
で

あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
迂
闊
に
し
て
つ
い
最
近
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
考
え
て
み
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。
私
は
『
父
』
を
読
ん
で
こ
の
言
葉
に
出
遭
っ
た
と
き
、
思
わ
ず
ど
き
っ
と
し
た
の
は
こ
の

点
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
も
、
何
も
古
来
傑
出
の
士
が
、
立
派
な
辞
世
を
残
し
て
従
容
と
し
て
死
に
つ

い
た
の
を
二
流
と
し
、
露
伴
の
死
だ
け
を
一
流
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
生
を
意
識
し
て
し
か
も

死
を
怖
れ
な
い
の
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
生
死
を
超
越
す
る
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
傑
い
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
傑
い
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
う
こ
と
自
身
が
、
既
に
生
を
意
識
し
て
の
世
界
に
属

す
る
言
葉
で
あ
る
。
生
を
意
識
し
て
死
を
怖
れ
な
い
こ
と
と
、
生
も
死
も
意
識
し
な
い
こ
と
と
は
、
比
較
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の
出
来
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
質
の
違
い
で
あ
っ
て
、
量
の
差
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
も

独
断
で
あ
っ
て
、
極
め
て
簡
単
な
も
の
の
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
が
。
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
風
に
考
え
る

と
、
こ
の
質
の
差
が
、
何
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
か
と
い
う
の
が
、
次
ぎ
の
問
題
に
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る

に
は
、
宗
教
と
い
う
言
葉
を
広
い
意
味
で
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
、
経
済
的
と
か
、
社
会
的
と
か
、
道
徳
的
と
か
、
科
学
的
と
か
、
要
す
る
に

何
々
的
の
観
察
で
解
決
が
出
来
る
。
と
い
う
の
は
少
し
行
き
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
か
の
的てき
で
少
な

く
も
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
解
決
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
考
え
る
こ
と
す
ら
も
出
来
な
い
の
は
、

死
の
問
題
で
あ
る
。
死
と
い
う
の
は
、
自
意
識
の
喪
失
で
あ
る
。
こ
の
自
意
識
の
本
体
自
身
は
、
永
久
に

分
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
原
形
質
の
生
命
と
は
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
科
学
が
明
ら

か
に
し
得
る
も
の
は
、
人
体
を
構
成
し
て
い
る
細
胞
の
死
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
も
明
ら
か

に
な
れ
ば
、
宗
教
の
問
題
が
大
分
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
例
え
ば
永
生
と
か
輪
廻
と
か
い
う
こ
と
は
、
細

胞
の
衝
動
と
い
う
意
味
、
即
ち
五
慾
の
慾
求
と
い
う
意
味
で
は
、
有
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
人
間
の
死
は
文
字
通
り
に
絶
対
で
あ
っ
て
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
何
も
か
も
無
く
な
る
の
で
あ
る
。

即
ち
死
に
と
っ
て
は
全
宇
宙
が
無
で
あ
る
。
全
宇
宙
が
無
に
な
る
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
は
、
人
間
の
あ

ら
ゆ
る
学
は
、
全
然
無
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
宗
教
、
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
、
広
い
意
味
で
の
宗
教
と
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い
う
も
の
が
登
場
し
て
く
る
余
地
が
あ
る
。
生
を
意
識
し
て
死
を
克
服
す
る
術
も
、
生
も
死
も
意
識
し
な

い
術
も
、
こ
の
意
味
で
は
と
も
に
宗
教
の
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
露
伴
先
生
の
「
じ
ゃ
、
お
れ
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
は
、
ど
う
い
う
宗
教
か
ら
出
た
言
葉

で
あ
る
か
。
そ
れ
は
一
応
考
え
て
み
る
価
値
の
あ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
幸
田
家
が
仏
教
で
あ

る
か
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
然
問
題
に
な
ら
な
い
。
露
伴
先
生
の
生
死
観
が
、

何
で
鍛
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
ま
ず
露
伴
先
生

の
書
か
れ
た
も
の
を
全
部
読
ん
で
理
解
し
、
か
つ
先
生
の
言
動
を
逐
一
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
全
然
投
げ
て
し
ま
う
に
は
惜
し

い
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
き
わ
め
て
乏
し
い
露
伴
学
の
知
識
を
た
よ
り
に
、
こ
の
問
題
を
少
し
考
え
て
み

よ
う
。

　
初
め
に
お
断
り
し
て
お
く
が
、
私
は
露
伴
全
集
を
ま
だ
全
部
読
ん
で
い
な
い
。
小
説
と
歴
史
物
の
一
部
、

そ
れ
に 

僊  

道 

せ
ん
ど
う

関
係
の
も
の
を
少
し
読
ん
だ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
最
後
の
僊
道
関
係
の
も
の
を
読

ん
だ
こ
と
を
、
予
期
し
な
か
っ
た
幸
運
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
露
伴
の
死
は
、
こ
の
僊
道
と
非

常
に
縁
の
近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
昭
和
三
年
四
月
に
書
か
れ
た
『
魔
法
修
業

者
』
か
ら
少
し
引
用
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
立
派
な
研
究
論
文
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に
は
露
伴
先
生
の
、
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心
の
は
ず
み
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
に
感
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
主
張
を
す
る
わ
け
で
は
な

い
。

　
　
魔
法
と
は
、
ま
あ
何
と
い
ふ
笑
は
し
い
言
葉
で
あ
ら
う
。

　
　
然
し
如
何
な
る
国
の
何
時
の
代
に
も
、
魔
法
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
人
の
心
の
中
に
存
在
し
た
。
そ

　
　
し
て
或
は
今
で
も
存
在
し
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
埃
及
、
印
度
、
支
那
、
阿
剌
比
亜
、
波
斯
、
皆
魔
法
の
問
屋
た
る
国
々
だ
。

　
　
真
面
目
に
魔
法
を
取
扱
つ
て
見
た
ら
ば
如
何
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
人
類
学
で
取
扱
ふ
べ
き
箇
条
が
多

　
　
か
ら
う
。

　
　
又
宗
教
の
一
部
分
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
廉
も
多
い
で
あ
ら
う
。

　
こ
う
い
う
書
き
出
し
で
あ
る
。
こ
の
文
句
、
及
び
文
字
の
配
り
の
中
に
、
私
は
露
伴
先
生
の
心
の
は
ず

み
を
見
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
文
章
に
し
て
も
、
『
神
仙
道
の
一
先
人
』
に
し
て
も
、
『
仙
書
参
同

契
』
に
し
て
も
、
僊
道
あ
る
い
は
丹
道
に
関
す
る
先
生
の
文
章
に
は
、
何
と
な
く
勢
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

そ
れ
が
私
に
は
、
「
じ
ゃ
、
お
れ
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
を
解
く
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
先
生
は
僊
道
厳
密
に
い
え
ば
丹
道
が
好
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
も
露

伴
の
生
死
観
は
、
『
仙
書
参
同
契
』
中
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
丹
道
の
極
意
に
通
じ
て
い
る
よ
う
な
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気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
の
「
神
仙
道
」
で
、
丹
道
に
最
も
近
い
も
の
は
、
飯
綱
い
づ
な
の
法
で
あ
ろ
う
。
面
白
い
こ
と
は
、
日
本

の
妖
術
幻
術
は
、
支
那
や
印
度
な
ど
か
ら
一
系
統
と
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
で
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
伝
来
の
仏
教
や
道
教
が
多
少
混
淆
し
て
い
る
が
、
げ
ほ
う
、
狐
つ
か
い
、
飯
綱

の
法
、
荼
吉
尼
の
法
、
口
寄
せ
、
識
神
を
つ
か
う
な
ど
、
支
那
流
の
妖
術
や
印
度
流
の
幻
術
と
の
つ
ら
な

り
は
薄
く
、
む
し
ろ
神
通
道
力
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
で
そ
の
本
統
格
を
成
し
て
い
る
も
の

が
、
飯
綱
の
法
で
あ
る
。
『
魔
法
修
業
者
』
の
前
半
に
は
、
こ
う
い
う
我
が
国
の
魔
法
の
歴
史
が
全
般
的

に
説
か
れ
て
い
る
が
、
後
半
で
は
、
主
と
し
て
飯
綱
の
法
と
そ
の
修
行
者
で
歴
史
上
の
人
物
と
を
取
扱
っ

て
い
る
。
信
州
の
飯
綱
山
に
は
、
古
代
微
生
物
の
残
骸
が
土
の
よ
う
に
な
っ
て
堆
積
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
天
狗
の
麦
飯
と
か
、
餓
鬼
の
麦
飯
と
か
い
い
、
食
え
る
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
後
白
河
天
皇
の
天

福
元
年
、
伊
藤
豊
前
守
忠
綱
と
い
う
人
が
あ
っ
て
、
こ
の
山
に
こ
も
り
、
穀
食
を
断
っ
て
祈
願
を
こ
ら
し
、

大
自
在
力
を
得
て
、
二
百
年
余
を
生
き
、
応
永
七
年
足
利
義
持
の
時
に
死
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
飯
綱
の

法
の
初
ま
り
で
、
そ
の
子
盛
綱
も
同
じ
く
法
力
を
得
て
奇
験
を
現
わ
し
、
以
後
代
々
飯
綱
の
千
日
家
と
し

て
、
日
本
に
お
け
る
魔
法
の
本
家
と
な
っ
た
。

　
こ
の
飯
綱
の
法
は
、
足
利
の
末
期
か
ら
応
仁
の
乱
の
時
代
に
か
け
て
、
大
い
に
流
行
し
た
も
の
ら
し
く
、
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そ
の
頃
の
歴
史
上
の
人
物
の
中
に
も
、
飯
綱
の
法
を
修
し
た
人
が
二
、
三
あ
る
。
そ
の
一
人
は
、
応
仁
の

乱
の
一
方
の
旗
頭
、
細
川
勝
元
の
子
、
政
元
で
あ
る
。
政
元
は
乱
世
に
処
し
て
二
度
も
京
都
管
領
に
な
り
、

足
利
将
軍
の
廃
立
を
し
た
り
、
諸
方
に
戦
っ
た
り
し
た
人
で
あ
る
が
、
日
常
は
厳
粛
な
飯
綱
修
験
者
の
生

活
を
な
し
、
種
々
の
不
思
議
を
現
わ
し
た
。
「
京
管
領
細
川
右
京
太
夫
政
元
は
四
十
歳
の
比
ま
で
女
人
禁

制
に
て
、
魔
法
飯
綱
の
法
愛
宕
の
法
を
行
い
、
さ
な
が
ら
出
家
の
如
く
、
山
伏
の
如
し
、
或
時
は
経
を
読

み
、
陀
羅
尼
を
へ
ん
し
け
れ
ば
、
見
る
人
身
の
毛
も
よ
だ
ち
け
る
」
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
政
元
は
一
族
内
の
争
い
の
た
め
に
、
四
十
二
歳
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
。
魔
法
が
ど
の
程
度
ま
で
修
熟

し
た
か
は
分
っ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
政
元
の
後
に
、
も
っ
と
面
白
い
そ
し
て
立
派
な
人
で
、
飯
綱
の
法
を
修
し
た
人
が
あ
る
。
そ

れ
は
名
高
い
関
白
兼
実
の
後
の
九
条
植
通
玖
山
公
と
い
わ
れ
た
人
で
あ
る
。
植
通
は
、
関
白
、
内
大
臣
、

藤
原
氏
の
氏
の
長
者
、
従
一
位
と
い
う
長
者
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
人
が
魔
法
の
修
行
者
で
あ
り
、
天
文

か
ら
文
禄
へ
か
け
て
の
乱
世
に
、
何
の
不
幸
に
も
遭
わ
ず
、
無
事
に
九
十
歳
の
長
寿
を
得
て
芽
出
度
く
終

っ
た
点
が
、
面
白
い
の
で
あ
る
。

　
植
通
が
弟
子
の
松
永
貞
徳
に
語
っ
た
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
自
分
は
飯
綱
の
法
を
修
し
た
が
、
遂

に
成
就
し
た
と
思
っ
た
の
は
、
ど
こ
で
寝
て
も
夜
半
に
な
る
と
鴟
ふ
く
ろ
うが
屋
根
に
き
て
鳴
く
し
、
ま
た
路
を
行
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け
ば
必
ず
前
に
旋
風
が
起
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
鴟
は
天
狗
の
化
身
で
あ
り
、
旋
風
は
目
に
見
え
ぬ
眷

属
の
前
駆
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
恐
ろ
し
い
飯
綱
成
就
の
人
で
あ
っ
た
植
通
公
は
、
当
時
の
博
識
で
も
あ
り
、
人
々
の
尊
重
も

う
け
て
い
た
。
し
か
し
隠
世
の
人
で
は
な
く
、
時
々
旋
風
を
伴
っ
た
よ
う
な
言
動
を
も
っ
て
、
こ
の
乱
世

を
毅
然
と
し
て
生
き
抜
い
た
人
で
あ
る
。
織
田
信
長
が
今
川
を
亡
し
、
途
上
の
諸
侯
を
ほ
う
っ
て
遂
に
京

洛
に
軍
を
進
め
た
時
は
、
そ
の
威
は
古
の
木
曾
義
仲
の
都
入
り
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
天
下
皆
鬼
神
の

如
く
に
、
畏
敬
し
、
禁
闕
の
諸
卿
も
諂
諛
て
ん
ゆ
こ
れ
努
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
植
通
公
だ
け
は
、
こ
の

癇
癖
の
荒
大
将
に
対
し
て
、
立
っ
た
ま
ま
面
と
む
か
っ
て
「
上
総
殿
か
、
入
洛
め
で
た
し
」
と
一
言
い
っ

て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
信
長
ほ
ど
の
荒
武
者
に
「
九
条
殿
は
お
れ
に
礼
を
言
わ
せ
に
来
ら
れ
た
」
と
ぶ
つ

つ
か
せ
た
の
は
、
流
石
は
天
狗
を
随
身
伺
候
さ
せ
て
い
る
人
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
と
露
伴
先
生
は
い
わ

れ
る
。

　
秀
吉
が
信
長
の
後
を
つ
い
で
天
下
を
掌
握
し
た
時
の
勢
い
も
、
火
の
如
き
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
秀
吉
が

関
白
を
目
ざ
し
て
、
藤
原
の
氏
を
望
ん
だ
時
は
、
近
衛
竜
山
公
を
初
め
上
堂
の
諸
卿
皆
こ
れ
に
和
し
た
が
、

植
通
公
一
人
頑
と
し
て
拒
否
し
た
。
も
っ
と
も
秀
吉
も
傑
人
で
あ
っ
て
、
「
し
か
よ
う
に
む
ず
か
し
い
藤

原
氏
の
蔓
と
な
り
葉
と
な
ろ
う
よ
り
も
、
た
だ
新
し
く
今
ま
で
に
無
き
氏
に
な
ろ
う
ま
で
じ
ゃ
」
と
て
、

10露伴先生と神仙道



豊
臣
氏
を
名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。

　
秀
吉
が
関
白
に
な
り
、
つ
い
で
秀
次
が
関
白
に
な
っ
た
時
に
、
植
通
公
は
「
関
白
に
な
っ
て
、
神
罰
を

受
け
よ
う
に
」
と
い
っ
た
。
果
し
て
秀
次
は
罪
を
得
て
殺
さ
れ
、
連
坐
の
近
衛
公
は
九
州
の
坊
の
津
へ
流

さ
れ
、
菊
亭
殿
は
信
濃
へ
流
さ
れ
た
。
飯
綱
成
就
の
人
の
言
葉
に
は
、
恐
ろ
し
い
力
が
あ
っ
た
。

　
晩
年
の
植
通
公
は
、
京
の
東
福
寺
の
門
前
に
住
ん
で
い
た
。
藪
の
中
の
朽
ち
か
け
た
乾
亭
院
と
い
う
坊

の
中
で
、
物
寂
び
た
朝
夕
を
送
っ
て
い
た
。
毎
朝
印
を
結
び
、
行
法
怠
ら
ず
、
あ
と
は
一
日
中
源
氏
を
読

ん
で
暮
し
て
い
た
。
和
歌
は
達
人
、
連
歌
の
道
も
得
て
い
た
。
当
時
の
連
歌
の
大
宗
匠
法
橋
紹
巴
も
時
々

公
を
訪
れ
た
。
或
る
時
紹
巴
が
「
近
頃
何
を
御
覧
な
さ
れ
ま
す
る
」
と
問
う
た
。
公
は
静
か
に
「
源
氏
」

と
答
え
た
。
紹
巴
が
ま
た
「
め
で
た
き
歌
書
は
何
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
問
う
た
。
「
源
氏
」
と
唯

一
言
。
ま
た
重
ね
て
「
誰
か
参
り
て
御
閑
居
を
御
慰
め
申
し
ま
す
る
ぞ
」
と
問
う
た
。
「
源
氏
」
と
そ
れ

切
り
だ
っ
た
。
公
は
六
十
年
に
わ
た
っ
て
明
暮
に
源
氏
を
読
み
「
こ
れ
を
見
れ
ば
延
喜
の
御
代
に
住
む
心

地
す
る
」
と
い
っ
て
い
た
。

　
或
る
日
貞
徳
が
公
を
訪
れ
た
時
、
和
か
な
陽
ざ
し
の
庭
で
、
公
は
唐
松
の
実
生
を
手
づ
か
ら
釣
瓶
に
植

え
て
い
た
。
若
い
貞
徳
は
、
公
の
清
ら
か
に
老
い
枯
れ
た
姿
と
、
わ
び
切
っ
た
釣
瓶
と
、
実
生
の
松
の
緑

の
か
す
け
さ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
た
。
そ
れ
で
「
植
え
て
ゆ
く
今
日
か
ら
松
の
み
ど
り
を
も
猶
な
が
ら
え
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て
君
ぞ
見
る
べ
き
」
と
祝
し
た
。
「
日
の
も
と
に
住
み
わ
び
つ
つ
も
有
り
ふ
れ
ば
今
日
か
ら
松
を
植
え
て

こ
そ
見
れ
」
と
、
た
だ
も
の
を
い
う
よ
う
に
公
は
答
え
た
。

　
天
文
か
ら
文
禄
の
間
の
あ
の
乱
世
に
生
ま
れ
合
わ
せ
て
、
し
か
も
延
喜
の
世
に
住
ん
で
い
た
植
通
は
、

八
十
を
過
ぎ
た
齢
で
、
唐
松
の
実
生
を
植
え
て
い
た
。
「
た
だ
物
を
言
う
よ
う
に
公
は
答
え
た
」
「
日
の

も
と
の
歌
に
は
堕
涙
の
音
が
聞
え
る
。
飯
綱
修
法
成
就
の
人
も
ま
た
好
い
で
は
な
い
か
」
と
露
伴
は
い
う
。

生
と
死
と
を
美
事
に
超
越
し
た
露
伴
終
焉
の
境
地
は
、
こ
の
植
通
の
心
境
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
神
仙
道
を
不
老
長
寿
の
道
と
考
え
る
の
は
、
卑
俗
な
心
の
人
た
ち
だ
け
の
話
で
あ
る
。
日
本
の
飯
綱
の

法
も
中
国
の
丹
道
も
、
そ
の
真
髄
は
、
五
慾
を
逸
脱
し
て
生
死
一
如
の
境
地
に
入
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
狙
い
は
内
界
に
あ
っ
て
、
外
界
に
は
な
い
。
露
伴
先
生
が
『
仙
書
参
同
契
』
に
お
い
て
、
内
丹
の
真

髄
を
力
説
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
点
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
人
が
こ
う
い
う
説
明
に
深
入
し
て
一
歩
誤

る
と
、
浅
薄
な
科
学
論
即
ち
機
械
論
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
奇
験
を
単
な
る
幻
像
と
し
て
し

り
ぞ
け
、
生
命
を
顕
微
鏡
下
に
お
け
る
原
形
質
の
生
命
だ
け
に
限
る
傾
向
に
陥
り
や
す
い
。
神
仙
道
修
業

の
成
就
は
、
単
な
る
自
己
催
眠
や
、
魔
睡
薬
に
よ
る
幻
想
と
は
違
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
現
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在
の
科
学
は
、
そ
の
科
学
の
範
囲
内
で
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
心
霊
の
現
象
を
認
め
る
と
し
て
も
、

幽
霊
写
真
と
か
、
空
中
に
物
が
浮
か
ぶ
と
か
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
。
特
に
後
者
は
絶
対
に
あ
り
得

な
い
。

　
写
真
に
う
つ
る
と
い
う
こ
と
は
、
銀
の
粒
子
に
化
学
変
化
を
起
さ
す
よ
う
な
電
磁
波
の
存
在
を
意
味
す

る
。
霊
か
ら
そ
う
い
う
物
質
的
な
電
磁
波
が
出
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
幽
霊
写
真
に
近
い
も

の
と
し
て
は
、
か
つ
て
ミ
ト
ゲ
ン
線
と
呼
ば
れ
る
生
物
か
ら
発
す
る
放
射
線
の
存
在
が
、
一
部
の
生
物
学

者
や
物
理
学
者
の
間
に
信
ぜ
ら
れ
た
。
実
験
的
研
究
も
盛
ん
に
な
さ
れ
、
百
余
の
論
文
が
出
た
。
半
ば
は

肯
定
、
半
ば
は
否
定
で
あ
っ
た
。
肯
定
し
た
側
に
は
、
ゲ
ー
ル
ラ
ッ
ハ
の
よ
う
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
け
た

物
理
学
者
も
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
一
般
に
否
定
に
傾
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
将
来
生
物
線
の
存
在

が
再
び
確
認
さ
れ
る
日
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
心
霊
現
象
と
は
近
縁
の
如
く
見
え
て
、
実
は
本
質
的
に
異

る
も
の
で
あ
る
。
空
中
に
立
つ
に
到
っ
て
は
論
外
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
重
力
を
断
ち
切
る
必
要
が
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
は
力
学
の
原
理
に
反
す
る
の
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
科
学
的
で
あ
り
、
科
学
を
認

め
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
現
象
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
科
学
を
認
め
る
こ
と
が
、
全
心
霊
現
象

を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
生
命
現
象
や
自
己
観
念
の
問
題
の
す
べ
て
を
、
進
化
論
や
生
物
化
学

の
進
歩
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
、
ち
っ
と
も
か
ま
わ
な
い
。
科
学
の
方
法
は
、
結
局
は

13



分
析
に
あ
る
。
分
析
に
よ
っ
て
本
態
を
喪
失
す
る
現
象
が
あ
っ
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
は
科
学
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
と
縁
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
父
』
の
中
に
、
文
さ
ん
が
、
露
伴
先
生
の
心
霊
が
正
に
肉
体
を
離
れ
よ
う
と
す
る
情
景
を
見
た
時
の
記

載
が
あ
る
。
二
十
七
日
の
夜
中
、
停
電
が
あ
っ
た
。
蝋
燭
は
な
い
。
重
態
の
父
の
枕
頭
、
闇
の
沈
黙
に
耐

え
か
ね
た
文
さ
ん
は
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
。
「
ほ
と
ば
し
り
出
る
焔
に
つ
づ
い
て
軸
木
に
油
が
熔
け
わ
た
り
、

し
づ
か
に
縮
ま
つ
て
行
き
、
尽
き
よ
う
と
し
て
煙
草
盆
へ
放
し
落
し
た
と
き
、
父
が
身
じ
ろ
い
だ
や
う
だ

つ
た
。
不
安
に
な
つ
て
も
う
一
本
し
ゆ
つ
と
擦
つ
て
、
ち
よ
つ
と
か
か
げ
た
。
揺
い
で
ゐ
た
」
。
こ
の
時

の
文
さ
ん
の
前
に
は
、
枕
の
は
し
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る
露
伴
先
生
の
頭
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
ま

る
で
父
に
し
て
父
で
な
き
、
も﹅
の﹅
だ
つ
た
。
眼
の
ま
は
り
・
こ
め
か
み
・
頬
・
口
辺
、
げ
そ
つ
と
隈
ど
り

削そ
げ
て
、
そ
の
眼
。
義
眼
も
ま
だ
い
い
、
魚
族
の
眼
も
ま
だ
ま
し
だ
。
し
か
し
父
の
眼
だ
つ
た
。
い
や
誰

か
の
眼
だ
つ
た
」
。
文
さ
ん
の
頭
か
ら
さ
っ
と
血
が
引
い
た
。
「
火
が
消
え
、
い
や
な
気
持
が
濃
く
な
り
、

父
の
そ
ば
か
ら
離
れ
た
か
つ
た
。
逃
げ
た
か
つ
た
」
。
文
さ
ん
は
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け
て
外
へ
出
た
。
「
外

の
空
気
は
、
部
屋
の
中
よ
り
蒸
し
暑
く
、
蜘
蛛
の
巣
の
や
う
な
何
か
が
顔
へ
ぺ
た
ぺ
た
し
た
。
こ
は
い
つ

と
ど
な
り
た
か
つ
た
。
や
が
て
電
気
が
つ
い
た
。
父
は
い
つ
も
の
通
り
し
づ
か
に
し
て
ゐ
る
。
あ
け
が
た

近
い
と
知
れ
て
ゐ
た
が
、
異
常
な
睡
さ
だ
つ
た
」
。
そ
し
て
こ
の
あ
け
が
た
、
先
生
は
文
さ
ん
に
「
じ
ゃ
、
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お
れ
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と
い
わ
れ
、
文
さ
ん
は
「
父
は
か
な
ら
ず
死
ぬ
」
と
き
め
た
。

　
こ
う
い
う
時
の
情
景
は
、
眼
で
見
た
こ
と
、
皮
膚
に
感
じ
た
こ
と
を
記
述
し
た
だ
け
で
は
、
い
い
現
わ

し
得
な
い
。
感
じ
な
が
ら
も
、
と
ら
え
ん
と
す
れ
ば
痕
か
た
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
唯
文
さ
ん
の
文
章
全

体
の
中
に
、
そ
れ
が
感
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
『
周
易
参
同
契
』
の
中
に
、
「
太
陽
流
珠
、
常
に
人
を

去
ら
ん
と
欲
す
」
と
い
う
文
字
が
あ
る
。
露
伴
先
生
の
解
に
よ
れ
ば
、
琉
珠
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
は
脳

を
指
し
て
い
る
。
「
人
の
霊
作
用
が
、
常
に
外
界
内
界
に
応
酬
し
て
、
そ
の
円
妙
精
美
の
も
の
を
発
揮
し

去
り
流
動
し
去
り
消
耗
し
去
ら
ず
に
は
居
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
、
流
珠
常
に
人
を
去
ら
ん
と
欲
す
と
云
つ
た
の

で
あ
る
」
。

「
流
珠
常
に
人
を
去
ら
ん
と
欲
す
」
を
、
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
説
明
と
い
う
か
ら
に
は
、

広
い
意
味
で
の
論
理
の
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
己
の
生
命
を
少
し
内
省
し
て
み
れ

ば
、
そ
れ
は
論
理
の
形
式
で
説
明
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
誰
に
も
感
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
十
九

世
紀
の
末
、
自
然
科
学
の
急
激
な
発
達
に
陶
酔
し
た
人
た
ち
の
中
に
は
、
単
純
な
機
械
論
で
、
生
命
現
象

の
全
説
明
が
近
い
将
来
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
た
人
も
か
な
り
あ
っ
た
。
モ
ネ
ラ
な
る
無
核
の

単
細
胞
生
物
を
発
見
し
た
と
誤
認
し
た
ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
『
宇
宙
の
謎
』
に
お
い
て
、
生
命
と
物
質
と
の
一

元
論
を
強
調
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
余
り
に
も
現
在
の
科
学
を
過
信
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
将
来
核
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が
な
く
て
原
形
質
だ
け
の
生
物
が
発
見
さ
れ
、
一
方
「
生
き
て
い
る
」
蛋
白
質
が
合
成
さ
れ
る
よ
う
な
日

が
来
た
と
仮
定
し
て
も
、
生
命
現
象
の
神
秘
や
自
意
識
の
本
態
が
、
そ
う
い
う
方
向
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
・
ボ
ア
・
レ
ー
モ
ン
が
ヘ
ッ
ケ
ル
に
反
対
し
て
掲
げ
た
『
宇
宙
の
七
つ
の
謎
』

の
大
多
数
は
、
依
然
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
代
の
優
れ
た
科
学
者
た
ち
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
流
の
考
え
方
を
し
て
い
な
い
。
近
代
原
子
物
理
学
の
父
ボ

ー
ア
の
相
補
性
原
理
が
、
そ
の
一
番
は
っ
き
り
し
た
拠
点
で
あ
る
。
相
補
性
原
理
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
認

識
に
は
限
界
が
あ
る
。
例
え
ば
原
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
と
速
度
と
を
、
同
時
に
決
定
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
そ
れ
は
実
験
的
に
不
可
能
な
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
電
子
は
粒
子

の
性
質
と
波
動
の
性
質
と
を
、
と
も
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
実
験
的
に
確
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

自
身
が
、
電
子
の
位
置
と
速
度
と
を
同
時
に
き
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
位
置
を
詳

し
く
見
れ
ば
速
度
は
ぼ
や
け
、
速
度
を
精
密
に
き
め
れ
ば
位
置
が
ぼ
や
け
る
。
電
子
に
つ
い
て
は
、
位
置

と
速
度
と
は
、
認
識
の
上
で
相
補
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ボ
ー
ア
を
初
め
、
優
れ
た
理
論

物
理
学
者
た
ち
は
、
現
在
の
物
質
科
学
と
生
命
現
象
と
は
、
こ
の
相
補
性
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
。

　
生
物
学
の
進
歩
と
有
機
化
学
の
発
達
と
が
、
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
細
胞
の
生
命
や
原
形
質
の
性
質
に
つ
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い
て
の
知
識
が
深
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
は
間
違
い
が
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
知﹅
識﹅
が
深
く
な
る
ほ
ど
、

生
命
現
象
そ
の
も
の
の
認
識
が
ぼ
や
け
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
生
命
は

現
代
の
科
学
的
思
考
と
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
頭
の
働
き
、
即
ち
感
得
す
る
術
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
の

認
識
の
中
に
入
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ち
っ
と
も
差
し
つ
か
え
な
い
。
そ
れ
は
科
学
と
抵
触
す
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
唯
厄
介
な
こ
と
に
は
、
こ
の
間
の
消
息
は
、
文
字
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
言
語
に

よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
説
明
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
広
い
意
味
で
の
科
学
の
領
域
に

は
い
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
を
す
れ
ば
、
生
命
現
象
は
、
説
明
す
べ
き
も
の
で
は

な
く
、
感
得
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
自
己
の
生
命
に
つ
い
て
、
少
し
内
観
し
た

こ
と
の
あ
る
人
は
、
そ
れ
が
「
円
妙
精
美
の
も
の
を
発
揮
し
去
り
流
動
し
去
り
消
耗
し
去
ら
ず
に
は
お
ら

ぬ
と
こ
ろ
」
を
感
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
）
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