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百
人

一
首
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
み
た
い
。
親
子
関
係
は
、
次
の
十
八
組
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に

「小
高
敏
郎
・
犬
養

百
人
一

首
新
釈
」
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
を
引
用
し
て
お
く
。

廉
」
著
「
小
倉

天
智
天
皇
（
1
）
｜

持
統
天
皇
（
2）

21 陽
成
院

（
日
）
元
良
親
王
（
却

37 
，...『
疋

方

（

お

）

朝

忠
（
叫

41 兼

盛
（
叫

ー

赤
染
衛
門
（
日

納
言

（臼

遍

昭
（
ロ
）
｜

素

康

秀
（

n）

朝

忠

山今（
叩

）

忠

プじ

輔
（
位

清
少

。出ZO
伊64 

ヰア（
日
）
｜

義

大

野

薙

県q

句
p, 
Hせ

にJl

孝
（印

和
泉
式
部

（日

ー
小
式
部
内
侍

（
印

ニ
位

（日

経

j性

85 忠

康

（
剖
）俊

見

院右
の
表
に
よ
れ
ば
、

巻
頭
に
天
智

・
持
統
の
父
子
の
和
歌
を
、
巻
末
に
後
鳥
羽

信
（
口
）
｜

俊

通
（河
）

i
慈

成

（
お

ー

定

頼
（日

円

（
町

家

（
肝

公

任
（
日
）
｜

定

頼

100 

紫

式
部

（
日

ー

大
弐

俊

頼
（
九
）

俊

恵

顕

輔

輔
（
内
）

清

後
鳥
羽
院

（叩

JI頂
徳

院
・
順
徳
院
の
父
子
の
和
歌
を
と、

そ
れ
も
天
皇
父
子
を
巻
頭
と
巻
末
に
配
列

し
て
百
人

一
首
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
倉
百
人

一
首
の
注
釈
書
な
ど
で
も
問
題
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
古
川
柳
文
芸
句
の
考
察
を
主
と
し
て
い
る
た
め
、

」
れ
以
上
深
入
り
は
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。

筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
右
に
掲
げ
た
表
以
外
に
も
、
親
族
関
係
が
存
在
す

る
作
者
が
あ
る
。

兼
輔
（
幻
）
が
曽
祖
父
で
、
曽
孫
が
紫
式
部
（
町
）
、

そ
の

子
が
大
弐
三
位
（
臼
）
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。
ま
た
、
大
納
言
経
信
（
九
）

源

俊
頼
（
九）

｜
俊
恵
法
師
（
部
）
も
同
様
な
関
係
が
成
立
す
る
。

源
三
位

頼
政
は
百
人
一
首
に
と
ら
れ
た
歌
人
で
は
な
い
が
、

二
条
院
讃
岐
（
位
）
は
娘

で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
詠
ん
だ
句
に

人
こ
そ
し
ら
ね
頼
政
が
む
す
め
也

二
六
お

が
見
え
る
。

「
人
こ
そ
し
ら
ね
」
の
句
は
、
（
位
）
の
歌
詞
に
拠
っ
た
も
の
で
あ

る
祖
父
と
孫
と
の
関
係
に
あ
る
者
と
し
て
、
大
中
臣
能
宣

（
的
）
｜
伊
勢
大
輔

（
日
）
、
清
原
深
養
父
（
お
）

l
清
原
元
輔
（
必
）
が
あ
る
。

お
ふ
く
ろ
と
二
人
リ
定
家
ハ
す
へ
て
置
キ

10 

右
の
句
は
「
お
ふ
く
ろ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
泉
式
部
（
日
）
、

紫
式
部
（
日
）
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

母
と
娘
が
揃
っ
て
百
人
一
首
に
取
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

古
川
柳
の
作
者
達
が
、

実
に
よ
く
調
べ

て
の
句
作
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
「
百
人
二
百
一
夕
話
」

の
「
小
式
部
内
侍
」（印）

の
条
に母

の
和
泉
式
部
小
式
部
を
生
み
て
後

と
あ
り
、
大
弐
三
位
」
（
臼
）
に

つ
い
て
は

こ
の
人
は
左
衛
門
佐
藤
宣
孝
と
紫
式
部
と
の
中
に
生
ま
れ
た
る
女
な
り
。

と
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
古
川
柳
文
芸
句
の
作
者
程
の
人
は
、
「
百

人
一
首
一

タ
話
」
を
読
ん
で
知
悉
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

兄
弟
も
親
子
も
な
ら
ぶ
百
人

一
首

ニ
六
詑

右
の
句
の
親
子
関
係
は
表
を
引
用
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
兄
弟
」
は
、
先
に
挙

げ
た

百
人
の
内
色
師
は
ら
か
ら
な
ら
ん
で
る

ゃ
な
い
富
一

日

と
詠
ま
れ
て
い
る
中
納
言
行
平

（日
）
と
、

在
原
業
平
朝
臣

（
口
）
と
を
指
す
。

二
人
共
文
屋
に
秋
の
風
を
詠
ミ

五
六
1

右
の
句
は
、
父
の
文
屋
康
秀

（幻
）
と
、
子
の
文
屋
朝
康

（
幻
）
の
こ
と
で
あ

る
。
文
屋
康
秀
は
六
歌
仙
の
一
人
で
、
百
人
一
首
に
採
ら
れ
て
い
る
和
歌
は
、

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
ベ
山
風
を
あ
ら
し
と
言
ふ
ら
む

で
あ
り
、

文
屋
朝
康
の
和
歌
は

白
露
に
風
の
吹
き
し
く
秋
の
野
は
貫
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る

で
あ
る
。
従
っ
て

「秋
の
風
を
詠
ミ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
述
の
知
く
、

こ
の
父
子
の
和
歌
は
、
子
の
朝
康
作
で
は
な
い
か
と
い
う
論
が
あ
る
。
鈴
木
知

太
郎
氏
著
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
よ
れ
ば
、

（
幻
）
の
和
歌
に

つ
い
て、

た
だ
し
異
本
は
読
人
を
「
文
屋
朝
康
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
古
今
集
高
野

切
に
も

「
ふ
む
や
の
あ
さ
や
す
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
事
実
は
朝
康
の
歌

と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
石
田
吉
貞
氏
著
「
百
人

一
首
詳
解
」
に
は
、

契
沖
は
康
秀
の
年
齢
等
か
ら
、
こ
の
歌
の
作
者
を
文
屋
朝
康
か
と
疑
っ
て



て
い
る
。

い
る
が
、
『
古
今
集
」
の
諸
本
の
う
ち
で
、
高
野
切
・
清
輔
本
「
朝
康
」
と
な
っ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
引
用
し
た
二
説
と
も
、
朝
康
説
が
強
い
が
、
本
稿

は
百
人
一
首
の
研
究
が
対
象
で
は
な
い
の
で
、
諸
説
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

く
、
二
人
二
歌
と
考
え
て
い
た
。

因
み
に
、
古
川
柳
文
芸
句
の
作
者
達
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
し
た
句
の
如

．」－
J、

次
に
、
百
人
一
首
の
景
物
を
詠
ん
だ
文
芸
句
に
つ
い
て
み
よ
う
。

秋
は
露
春
は
雪
に
て
御
衣
か
濡

七一

8

右
の
句
は
、
前
述
し
た
和
歌
の
配
列
1
・
2
の
関
連
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

四
七
日
品

定
家
卿
四
五
月
頃
の
月
も
入
れ

寄
詠
ミ
を
閉
口
さ
せ
る
三
日
の
月

天
象
の
部
の
月
に
つ
い
て
は
、
百
人
一
首
で
「
月
」
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
は
、

／＼ 

72 

7
・
n
・
お
・
目
・
日
ω

・
町
・
日
・

mm
・
円
－

m
・
加
の
十
一
首
で
あ
る
。

百
人
へ
有
明
た
っ
た
四
ッ
入
れ

四

21 

有
明
も
只
有
明
も
名
寄
也

「
有
明
」
の
月
を
詠
ん
だ
百
人
一
首
の
和
歌
は
、

幻－

m
・
む
の
三
首
で
あ
る
。

/¥ 
19 

右
の
句
は

出
の
歌
詞
「
た
だ
有
明
」
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

京
染
と
江
戸
染
百
へ
月
を
讃

地
象
に
関
す
る
文
芸
句
は

3 

上
段
へ
伊
勢
も
定
家
も
富
士
を
す
ゑ

36 

＼
寸
U
6

F
ノ
J
Jノ

1
i

右
の
句
は
、
伊
勢
物
語
も
百
人
一
首
も
、
最
初
の
方
に
富
士
山
を
詠
み
込
ん
だ

和
歌
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
で
は
、
第
九
段
に
、

富
士
の
山
を
見
れ
ば
五
月
の
つ
ご
も
り
に
、
雪
い
と
白
う
降
れ
り
。

時
知
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
っ
と
て
か
鹿
の
子
ま
だ
ら
に
雪
の
降
る
ら
ん

と
あ
る
。
百
人
一
首
で
は

山
部
赤
人
の
和
歌
が
該
当
す
る
。

4 

動
物
の
部
で
は
、
鹿
が
5
・
8
の
二
首
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

百
人
一
首
で
鹿
を
は
た
っ
た
二
疋
飼

一
四

o
m

の
旬
、
が
み
え
て
い
る
。

草
木
類
で
は
、
「
桜
」
を
詠
み
込
ん
だ
句
七
句
が
見
ら
れ
る
。
桜
刀
、
桜

の
花
｜
お
・
旬
、
（
桜
の
）
花
（
の
色
）

9
・
問
、
山
桜
｜
前
、

八
重
桜

日
で
あ
る
。
桜
の
次
に
多
い
も
の
は
「
紅
葉
」

5
－
U
－
m
－
nと
、
「
も

み
ぢ
ば
」

ωの
五
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
梅
」
は
百
人
一
首

で
は
一
首
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
詠
ん
だ
句
が
み
え

る。

百
人
は
言
葉
も
か
け
ぬ
花
の
兄

四
九
日
川

「
花
の
兄
」
と
は
「
梅
」
の
意
で
あ
る
。

御
高
で
も
寄
て
も
梅
ハ
百
の
外
ト

十

ノ＼
ム
ノ＼

1 

山
楼
百
に
は
も
れ
て
千
に
入
り

/¥ 

29 

右
の
句
の
「
山
楼
」
は
、
桜
の
条
で
述
べ
た
知
く

66 

も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思
へ
山
棲
花
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
し

と
前
大
僧
正
行
尊
が
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
句
は
作
者
「
巨
眼
」

の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
。
「
巨
眼
」
は
、

す
ぐ
れ
た
文
芸
句
作
者
で
、
数
多
く
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の
文
芸
句
を
詠
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
「
巨
眼
」
に
し
て
は
め
ず
ら
し
い
誤
り

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

「干
」
は
定
家
の
父
俊
成
の
撰
し
た

「千

載
和
歌
集
」
を
指
す
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
鳥
獣
の
部
の
中
、
鳥
の
部
に
つ
い
て
み
よ
う
。
百
人
一
首
の
中
で
は

三
種
の
烏
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
「
か
さ
さ
ぎ
」
｜
6
、
「
千
鳥
」

｜
河
、

「ほ

と
と
ぎ
す
」
別
で
あ
る
。
「
か
さ
さ
ぎ
」
に
つ

い
て
の
句
は
未
見
で
あ
る
。
「千

鳥
」
に
つ
い
て
は
前
述
し
た

千
鳥
を
伽
に
稲
田
九
郎
兵
衛

宝
暦
中
東
月
評
方
句
合

が
み
ら
れ
る
。
序
で
に
歌
詞
に
拠
る
九
郎
兵
衛
の
句
一

句
を
挙
げ
て
お
こ
う。

い
く
夜
寝
覚
め
の
九
郎
兵
衛
が
城

明
和
1
橘
中
仙
1

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
は
一
首
で
あ
る
の
に
、
こ
の
関
係
の
句

は
多
い
。

百
人
の
中
へ
一
ト
声
ほ
と
冶
ぎ
す

九

京
に
す
く
な
い
烏
百
に
萱
ッ
な
り

24 

績
に
書
た
時
鳥
さ
へ
一
羽
ぎ
り

一
七
M

右
の
句
は
、
別
項
で
述
べ
る
歌
留
多
取
り
の
給
に
托
し
て

一
首
で
あ
る
こ
と

を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

百
人
の
内
に
明
ヶ
方
宣
人
リ
聞
き

四
6 

一
ト
こ
へ
ハ
月
に
の
こ
し
て
集
に
入
り

四
O
M

た
っ
た
一
声
北
野
で
も
小
ぐ
ら
で
も

四
六
回

あ
や
ふ
や
な
寄
て
ハ
時
ぬ
時
鳥

五
八
弘

二
声
と
蹄
ぬ
小
倉
の
郭
公

六
O
2

鴬
の
ま
、
子
を

一
羽
集
に
入
れ

鴛
ハ
な
い
が
里
ッ
子
集
に
入
り

九
19 

四
0
6

右
の
二
句
は
、

「ほ
と
と
ぎ
す
」
が
「
う
ぐ
い
す
」

の
巣
に
卵
を
産
ん
で
、
鷺

で
、
ほ
と

が
そ
れ
を
育
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
「
ま
、
子
」
、
「
里
ッ
子」

と
ぎ
す
を
暗
示
し
た
句
で
あ
る
。
右
の
二
句
と
同
趣
の
句
に
、

百
へ
入
レ
た
の
は
薮
き
り
な
ど
で
な
し

百
へ
入
レ
た
の
は
雀
に
な
ら
ぬ
う
ち

が
あ
る
。

二
七
3

/¥ 
4 

鳥
類
の
中
、

百
人
一
首
に
「
鴬
」
を
詠
ん
だ
句
が
見
え
な
い
。
こ
の
点
を
指

摘
し
た
句
が
多
い
。

定
家
の
門
に
う
く
ひ
す
な
い
て
居
る

鴬
を
か
わ
い
そ
う
に
と
母
ゑ
が
い

小
倉
山
鴬
斗
り
つ
ん
に
が
し

御
馳
走
に
時
く
と
御
一
首
残
る
所
コ

鴬
も
蛙
も
鳴
か
ぬ
小
倉
山

鴬
の
初
音
ハ
聞
か
ぬ
小
倉
山

鴬
も
蛙
も
よ
み
し
大
和
文

鴬
も
蛙
も
同
じ
寄
の
と
も

京
は
鷺
白
川
は
「
の
こ
ゑ

鴬
の
う
へ
に
蛙
ハ
た
、
〉
ん
事

烏
か
け
も
鷺
な
ら
ハ
寄
の
友

鴬
も
梅
も
小
倉
に
か
こ
ち
が
ほ

5 
四
3 

四
八
日

五
四
ロ

五
六
7

五
七
幻

五
九
3

七

一
nzJ

八
七
8

八
九
幻

九
O
お

一
四

o
n



鴛
ハ
い
ぬ
害
梅
の
な
ひ
小
倉

一
五
七
日

右
の
句
の
中
、
「
鴬
」
と
「
蛙
」

を
詠
ん
で
い
る
句
、

す
な
わ
ち
、

五
六

7
、

五
九
3
、
七

一
3
、
八
九
幻
の
四
句
は
、

い
ず
れ
も
古
今
集
仮
名
序
の
、

み
ず
に
す
む
か
は
ず
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、
い
き
と

花
に
な
く
う
く
ひ
す
、

し
い
け
る
も
の

い
ず
れ
か
う
た
を
よ
ま
り
け
る
。
（
傍
線
筆
者

を
念
頭
に
置
い
て
の
句
で
あ
る。

百
人
の
内
チ
萱
人
リ
喰
ふ
初
か
つ
ほ

幻
鎌
倉
右
大
臣
源
実
朝
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
に
居
住
し 33 

右
の
句
は
、

て
い
た
の
で

「初
か
っ
ほ
」
を
百
人
中

一
人
だ
け
食
べ

た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
の

京
談
に
関
東
べ

い
も
一
首
ま
ぜ

ゃ
な
い
富
二
9

の
「
関
東
べ
い
」
も
、
実
朝
の
こ
と
で
あ
る

七

最
後
に
、
遊
戯
と
し
て
の
歌
留
多
取
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

」
の
関
係
の
句
は
非
常
に
多
い
の
で

一
部
を
掲
出
す
る
に
と
ど
め
る
。

歌
留
多
取
り
の
人
数
・
方
法
は
、
次
の
句
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

百
人
を
五
六
人
し
て
追
ま
は
し

寄
か
る
た
人
と
い
ふ
字
に
手
が
五
ッ

百
人
首
二
ッ
に
わ
っ
て
御
な
く
さ
み

四
O
U

拾
初
9

］
＼

nu 

－ノ
ヮ“

ご
う
せ
い
な
う
で
冶
下
の
句
取
は
ぐ
り

0 
10 

5 

古
寄
を
百
よ
ん
で
仕
廻
ふ
と
昼
ミ
也

川
傍
柳
一
日

大
体
正
月
に
行
っ
た
が
、
終
了
時
刻
は
次
の
句
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
場
合

に
よ

っ
て
刻
限
が
延
び
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

寄
か
る
た
子
の
刻
迄
が
か
ぎ
り
也

0 
18 

鶏
の
時
く
迄
馬
鹿
な
歌
か
る
た

川
傍
柳

一
部

歌
留
多
取
り
は
、
主
と
し
て
女
子
の
遊
戯
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

ふ
り
袖
で
度
ピ
／
＼
上
ミ
の
句
を
く
ず
し

四
10 

ふ
り
袖
を
う
こ
か
す
た
び
に
奇
が
へ
り

一
五
部

の
句
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
時
に
は
、
男
、
が
混
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

豆
町
か
る
た
好
ィ
た
男
を
入
レ
た
が
り

0 
23 

寄
か
る
た
仲
間
へ
む
す
こ
ま
き
れ
こ
み

0 
27 

寄
か
る
た
女
の
中
へ
ま
け
に
出
る

一
九
日

耳
聞
か
る
た
や
ろ
う
畳
の
う

へ
て
な
し

拾
九
却

取
り
方
は
、
読
み
手
が
百
人

一
首
の
上
の
句
か
ら
読
み
、
取
り
手
は
下
の
句

を
取
る
方
式
で
あ
る
。

百
人

一
首
一一
ッ
に
わ
っ
て
御
な
く
さ
み

］
＼

nu 

－ノ
ヮ“

ち
ぎ
れ
た
奇
を
花
瓶
ハ
く
つ
付
る

四
42 

娠
が
出
て
護
句
を
み
ん
な
寄
に
す
る

四
6 

讃
き
ら
ぬ
内
に
取
な
と
姑
言
ひ

五
九
幻

取
り
手
の
名
手
は
、
右
の
句
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
古
川
柳
で
は
嫁
と
決
ま
つ

て
い
た
。

寄
か
る
た
娠
こ
ま
や
程
つ
ん
で
置

8 

嫁
の
出
る
迄
は
ま
だ
る
い
寄
か
る
た

七
3 
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6 

寄
か
る
た
人
の
丁
場
を
娠
あ
ら
し

二
四
日
甲

右
の
一
句
は
、
取
り
手
の
行
儀
に
つ
い
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ

い
て
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
句
も
見
え
て
い
る
。

二
百
枚
あ
る
と
か
る
た
も
ひ
ん
が
よ
し

玉
柳
お

雪
露
の
論
対
て
娠
捌
き

六
二
2

回
毎
ほ
ど
娠
と
り
溜
る
月
の
歌

一
二
五
回

寄
か
る
た
大
先
生
と
よ
め
を
ほ
め

拾

26 

嫁
の
ひ
ざ
公
家
や
官
女
や
坊
さ
ま
や

安
永
四
年
礼
3

嫁
の
中
に
も
無
筆
が
い
た
こ
と
を
詠
ん
だ
句
も
み
え
る
。

花
娠
の
う
き
が
と
も
に
ハ
百
人
一
首

九
11 

寄
か
る
た
見
物
を
す
る
は

つ
か
し
さ

九
17 

小
倉
山
歌
に
紅
葉
ハ
嫁
無
筆

／＼ 

7 

嫁
の
上
手
に
対
し
て
、
下
女
は
下
手
な
も
の
と
、
古
川
柳
で
は
決
っ
て
い
た。

乳
母
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

寄
が
る
た
無
筆
な
や
つ
は
箱
の
や
う

七
位

寄
か
る
た
と
ふ
／
＼
下
女
は
ど
ぶ
を
く
い

五
幻

寄
か
る
た
下
手
ま
た
ぐ
ら
へ
取
り
た
め
る

23 

そ
こ
だ
よ
と
い
は
れ
て
下
女
も
一
首
取
り

下
女
手
が
ら
百
人
の
首
三
ッ
と
り

｝＼ 

9 

二
七
日

寄
か
る
た
つ
ん
ぼ
と
下
女
と
餅
を
焼

五
九
7

一苛
か
る
た
手
ひ
ど
く
乳
母
ハ
い
じ
め
ら
れ

初
43 

寄
か
る
た
乳
母
ハ
き
っ
て
た
〉
き
つ
け

九
3 

歌
骨
牌
乳
母
が
無
筆
で
静
也

武
玉
川

一七

百
人
一
首
の
内
容
を
詠
ん
だ
句
も
み
え
る
。

田
毎
程
月
を
並
へ

る
寄
か
る
た

－守ムー、
、
司tA

「
4
4

／

2

月
花
に
嵐
を
好
む
寄
か
る
た

七
五
目

歌
留
多
取
り
に
も
女
の
意
地
が
あ
っ
た
。
次
の
句
が
そ
れ
で
あ
る
。

豆
町
か
る
た
に
も
美
し
ひ
意
地
が
有

初
22 

歌
留
多
取
り
の
遊
戯
が
終
る
と
、

読
み
札
と
取
り
札
は
、
そ
れ
ぞ
れ
箱
に
入

れ
ら
れ
た
。

箱
入
か
ま
た
百
人
を
箱
へ
入

六
六
日

句
頭
の
「
箱
入
」
は、

「箱
入
娘
」
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
「
そ
の
四
」
に
つ
、
、つ
い
た
総
論
に
相
当
す
る
本
稿

を
終
了
す
る
こ
と
と
す
る。

（
一
九
八
三

・
六

・
四
稿

一
九
八
四
・
七

・
二
一
筆


