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1

近
世
中
期
以
降
、
江
戸

・
名
古
屋

・
京
都

・
大
坂
を
中
心
に
大
流
行
を
見
た
発

句
合
の
興
行
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
数
多
く
あ
る
。
特
に
、

興
行
に
於
て
は
い
わ
ば
要
に
位
置
し
な
が
ら
、
そ
の
表
舞
台
に
出
て
く
る
こ
と
の

な
い
清
書
所
の
仕
事
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
月
並

・
臨
時
を
問
わ
ず
、

発
句
合
の
興
行
は
ち
ら
し
等
に
よ

っ
て
句
を
募
集
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ

し
て
、
集
ま

っ
た
寄
句
を
清
書
所
が
ま
と
め
て
清
書
し
、
そ
の
清
書
本
を
も
と
に

点
者
が
点
を
か
け
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
や
り
方

で
あ
る
。

こ
の
清
書
本
を
仕

立
て
る
段
階
に
つ
い
て
、

二
つ
の
疑
問
が
あ
る
。

一
つ
め
の
疑
問
。
清
書
所
は
点
者

へ
回
す
清
書
本

で
は
作
者
の
名
前
を
全
て
伏

せ
る
と
い
う
手
続
き
を
必
ず
踏
む
。

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
点
者
の
依
枯
贔

屓
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
点
者
が
清
書
本
に
直
接
点
を
か
け
て
、
あ

る
い
は
別
冊
の
秀
吟
抜
葦
集
を
仕
立
て
て
清
書
本
と
共
に
清
書
所

へ
戻
し
て
来
た

時

に
、
作
者
の
名
前
を
照
合
し
秀
吟
に
の
み
作
者
名
を
入
れ
る
と
い
う
作
業
を
す

る
。
興
行
の
公
正
を
期
す
る
た
め
に
、
清
書
所
が
必
ず
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

作
者
名
を

一
度
伏
せ
て
再
び
照
合
す
る
と
い
う
手
続
き
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
手
順
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
つ
め
の
疑
問
。
点
者
が

一
人
で
あ
る
場
合
は
清
書
本
は

一
冊
あ
れ
ば
こ
と
足

り
る
が
、
二
名
以
上
の
複
選
興
行
の
際
は

一
体
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
二
つ
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
よ
う
な
近
世
期
の
発
句
合
そ
の
も
の
の
資

料
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
発
句
合
の
興
行
形
態
は
雑
俳
の
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
発
句
合
の
興
行

形
態
は
明
治

・
大
正
に
至

っ
て
も
基
本
的
に
は
何
ら
変
わ

っ
て
い
な
い
。
以
下
、

雑
俳
及
び
明
治
大
正
期
の
資
料
も
交
え
つ
つ
、
右
の
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
の
答

を
探

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
微
妙
に
重
な
り
合
う
面

を
持

っ
て
い
る
。
考
察
の
順
序
と
し
て
は
先
ず

一
つ
め
の
疑
問
か
ら
考
え
て
行
く

が
、
そ
の
中
に
は
自
と
二
つ
め
の
疑
問
に
つ
い
て
の
答
も
含
ま
れ
て
く
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

お
り
が
さ

奉
納
植
松
天
満
宮
折
冠
三
百
集

家
蔵
。
古
書
距
が
添
え
た
符
箋
に

「寛
政
頃
筆
写
合
巻
和
大
」
と
あ
る
。
縦
二

一132一平成5年9月2日 原稿受理



2永井:発 句合の手続 き

七

・
六
糎
、
横

一
九

・
五
糎
の
大
本

一
冊
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
表
紙
の
あ
る
鶴

・

亀

の
二
巻
を
合
冊
し
た
も
の
。
成
立
を
寛
政
期
と
す
る
古
書
蜂
の
見
解
が
妥
当
な

る
こ
と
は
あ
と
で
触
れ
る
。

「
鶴
の
巻
」
は
共
表
紙
に

「
奉
納
植
松
天
満
宮
折
冠

三
百
集
/
鶴
の
巻
」
と
書
き
、
そ
の
見
返
し
は
図
①

の
如
し
。
冒
頭
に

「奉
納
植
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図1

松
天
満
宮
折
冠
三
百
集
」
と
標
題
。
上
段
に
は
、
谷
村
甫
水

・
黒
瀬
紙
屋

・
服
部

林
下
と
三
名
の
本
評
点
者
、
続

い
て
楽
評

(
ゲ
ス
ト
点
者
)
と
し
て
八
尾
秋
破

・

平
野
歌
柳

・
竹
渕
五
石

・
同
新
玉

・
鞍
作
亀
祐
の
五
名
を
あ
げ
る
。
楽
評
の
う
ち

秋
破
を
除
く
四
名
は
、
作
者
と
し
て
も
登
場
し
て
い
る
。
中
段
は
、
標
題
に

「
折

冠
」
と
あ
る
通
り
折
句
と
笠
付
の
題
。

「
カ
ソ
ケ

コ
ノ
タ
ヒ
バ
ヌ
サ
モ
ト
リ
ァ

ヱ
ス
タ
ム
ケ
ヤ
マ
モ
ミ
シ
ノ
ニ
シ
キ
カ
ミ
ノ
マ
ニ
マ
ニ

キ
ウ
ヨ
セ
ニ
テ
ヌ
キ
ツ

カ
イ
」
と
あ
る
の
が
折
句
題
。
清
書
さ
れ
た
寄
句
の
中
に
は
七
七
の
短
句
も
混
じ

り
二
字
題
も
許
容
さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
長
文
を
適
当
に
三
文
字
ま
た
は
二
文
字

に
区
切

っ
て
折
句
の
題
と
し
て
使
用
す
る
。
冒
頭
の

「カ
ソ
ケ
」
は

「
管
家
」

の

意
、

「
コ
ノ
タ
ビ

ハ
」
云
々
は

『
古
今
集
』

『
百
人

一
首
』
に
出
る
道
真
の
詠
、

天
満
宮
奉
納
に
因
む
こ
と
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

「
キ
ゥ
ヨ
セ
」
は

「
急
寄
せ
」
詐

か
・
こ
の
催
し
が
急
に
企
画
さ
れ
・
そ
れ
こ
そ

「
ヌ
サ
モ
ト
リ
ア
ヱ
ズ
タ
ム
ヶ
」

↓

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ヌ
キ
ヅ
カ
イ
」
は
不
詳
な
が
ら
、
折
句

題
を
好
き
な
よ
う
に
二
字

・
三
字
と
区
切
る
こ
と
を
言
う
と
解
し
て
お
き
た
い
。

続
い
て
の

「
が
た
ー

と
」

「
ど
れ
見
て
も
」
以
下
は
笠
付
の
題
で
、
計
二
〇
題
。

下
段
に
は

「
抜
本
評

上
座
三
拾
章
外
弐
拾
章
」

「楽
評

上
座
弐
拾
章
外
拾
五

章
」
と
あ

っ
て
、
寄
句
の
中
か
ら
本
評
三
名
が
そ
れ
ぞ
れ
に
秀
吟
を
三
〇
章
と
佳

作
を
二
〇
章
つ

つ
、
楽
評
五
名
が
秀
吟

二
〇
章
と
佳
作

一
五
章
つ

つ
を
選
ぶ
旨
を

断
わ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
佳
作
を
含
め
た
入
選
句
合
計
は
三
二
五
章
と
な
り
、
標

題
に
言
う

「
三
百
章
」
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
左
端
の

一
行
は

「右
題
御
改
可
被
下

追
加
御
頼
申
上
候

開
巻
当
月
中
旬
」
と
あ
る
が
、

「追
加
御
」
の
部
分
は
貼
り

紙
を
し
て
そ
の
上
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
剥
が
し
て
み
る
と
下
に
は

「御
頼
申
上
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候
」
と
見
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
の

一
行
は
最
初

「
右
題
御
改
可
被
下
御
頼
申
上
候
」

と
書
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
あ
と
で

「
御
頼
申
上
候
」

の
部
分
に
貼
り
紙
を
し
て
、

「
追
加
」
以
下
の
文
を
書
き
足
し
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
思
う
に
、

こ

の
見
返
し
部
は
も
と
も
と
回
覧
用
の
ち
ら
し
か
そ
の
う

つ
し
で
、
用
が
済
ん
だ
あ

と
に
清
書
所
が
清
書
本
を
調
え
る
に
際
し
、
見
返
し
部
に
流
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
追
加
御
頼
み
」
云
々
の
書
き
添
え
は
、

「
キ
ウ
ヨ
セ
」

の
た
め
句
の
寄
り
が
思

わ
し
か
ら
ず
、
連
中
に
再
度
督
促
し
た

の
だ
と
考
え
れ
ば
納
得
が
行
く
。

図
①

の
左
半
分
が
第

一
丁
の
表
で
あ

る
。
半
丁

一
一
行
の
薄
藍
色
罫
紙
を
使
用

し
、
上
の
欄
に
寄
句
を
清
書
し
下
の
欄

に
作
者
名
を
入
れ
て
あ
る
の
だ
が
、
上
の

欄
と
下
の
欄
が

一
度
裁
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
取
り
敢
え
ず
注
意
し
て
お
い
て
い

た
だ
き
た
い
。
各
丁
と
も
右
上
欄
外
に
丁
付
を
入
れ
、
初
～
三
二
丁
に
折
句
を
、

三
三
～

四

一
丁
に
冠
句
を
清
書
し
て
あ

る
。
但
し
、
初
丁
は
表
に

「初
丁
」
裏
に

「
弐
丁
」
と
あ
る
の
で
、
実
質
は
合
計

四
〇
丁
。
ま
た
、
三
七
丁
表
終
行
が
空
白

の
ま
ま
で
、
清
書
句
は
折
冠
併
せ
て
七
七
九
章
と
な
る
。
図
②
は

「鶴
の
巻
」
後

表
紙
見
返
し
。

「考

し
屋
」

「
考

新
玉
」

「考

五
石
」

「秀
吟
別
紙
調

一
幸
舎
林
下

(緑
印
)
」

「
考
済

栽
松
軒

秋
破

(朱
印
)
」

「考

歌
柳
」

「考

亀
祐
」

「
生

々
庵
選

(緑
印
)

甫
水
印

(朱
印
)
」
と
、
本
評

・
楽
評

併
せ
て
八
名
の
点
者
の
自
筆
署
名
ま
た
は
押
印
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な

「鶴
の

巻
」
の
形
態
は

「亀
の
巻
」
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
で
、
こ
ち
ら
は
全
三
八
丁
、

折
冠
併
せ
て
八
三
〇
章
を
清
書
す
る
。
な
お
、
巻
末
の
点
者
署
名
は
、

「鶴
の
巻
」

冒
頭
に
あ

っ
た
紙
屋
の
署
名
が

「
亀
の
巻
」
で
は
末
尾
に
出
る
。
鶴

・
亀
両
巻
と

も
に
、

こ
の
清
書
本
に
は
直
接
点
は
か
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
と
、
各
巻

額
誓;1・
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末
に

「考
」
ま
た
は

「
考
済
」
と
し
て
選
句
を
終
え
た
意
味
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
者

の
署
名

・
押
印
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
こ
の
清
書
本
は
点
者
回

覧
用
の
そ
れ
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
は
、
各
点
者
は
抜
き
出
し
た
秀
吟

を
ど
う
し
た
の
か
。
そ
れ
は
図
②
に
示
し
た
林
下
の
印
の
印
文
に

「秀
吟
別
紙
調
」

と
あ
る
よ
う
に
、
各
点
者
毎
に
自
筆
清

書
秀
吟
集
を
別
冊
と
し
て
仕
立
て
た
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
興
行
で
は
、
寄
句
を
鶴
亀
二
巻
に
分
け
て
清
書
し
、

八
名
の

点
者
が
順
に
回
覧
し
て
秀
吟
を
抜
葦
し
、
各
点
者
毎
に
秀
吟
集
を
調
え
て
清
書
所

へ
届
け
る
と
い
う
し
く
み
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
鶴
の
巻
」

は
紙
屋
か
ら
、

「
亀
の
巻
」
は

一
人
ず
ら
し
て
新
玉
か
ら
回
し
た
こ
と
、
巻
末
の

署
名
順
か
ら
容
易
に
想
像
出
来
る
。

い
ま

一
度
図
①
を
参
照
さ
れ
た
い
。
先
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の

清
書
本
は
、
寄
句
を
清
書
し
た
上
の
部
分
と
作
者
名
を
書
き
入
れ
た
下
の
部
分
が

一
度
裁
断
さ
れ
、
左
端
の
丁
の
折
り
目

に
小
さ
な
紙
片
を
は
さ
ん
で
上
下
を
再
度

貼
り
合
わ
せ
て
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
、
図
①
に
あ
げ
た
初
丁
の
み
な
ら
ず
、
全

て

の
丁
に
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
手
順
が
想
像
さ

れ
る
。
こ
の
清
書
本
に
使
用
さ
れ
た
罫
紙
は
、
も
と
も
と
上
下

つ
な
が

っ
た
形
式

の
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
最
初
清
書
所
は
、
上
下

つ
な
が

っ
た
も
と
の
罫

紙
に
寄
句
と
作
者
名
を
清
書
し
て
鶴

・
亀

二
巻

の
清
書
本
を
仕
立
て
る
。
そ
の
あ

と
で
、
図
③
の
よ
う
に
、
寄
句
の
部
と
作
者

の
部
を
紙
切
り
包
丁
か
何
か
で
裁
断

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
鶴

・
亀
の
巻
毎
に
裁
断
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

図
④
の
よ
う
に
、

こ
の
合
冊
清
書
本
を
背
と
腹

の
側
か
ら
見
て
み
れ
ば
、
良
く
理

解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
裁
断

さ
れ
た
上
の
部
分
、

つ
ま
り
寄
句
清
書
の

部
は
見
返
し
に
ち
ら
し
を
貼

っ
た
表
紙
を
添
え
て
点
者
の
回
覧
に
供
さ
れ
、
作
者

の
部
は
清
書
所
の
手
許
に
留
め
て
お
か
れ
た
。
ち
な
み
に
、
作
者
の
部
の
右
端
に

紙
片
を
畳
ん
で
押
し

つ
け
て
あ
り
、
広
げ
て
み
る
と
そ
れ
は
図
③
の
下
段
の
よ
う

に

「鶴
の
巻
」
と
記
し
た
符
箋

で
あ
る
。

「亀
の
巻
」
に
も
同
様
の
符
箋
が
見
え
、

こ
こ
に
は
両
巻
を
混
同
し
な
い
た
め
の
清
書
所
の
慎
重
な
配
慮
が
う
か
が
え
る
。

腹背

組
竪灘 量癬
醸 葛`

湛 、菰甥
冴4難輪

罐 覇霧 や・廻

図3
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さ
て
、
清
書
本
の
寄
句
の
部
は
点
者

の
回
覧

・
選
句
が
済
ん
だ
あ
と
、
点
者
別
の

秀
吟
抜
葦
集
と
共
に
や
が
て
清
書
所

へ
戻

っ
て
来
る
。
そ
の
段
階
で
、
清
書
所
は

寄
句
の
部
と
作
者
の
部
の
右
端
を
紙
繕

で
綴
じ
合
わ
せ
て
固
定
し
、
更
に
丁
の

一

枚

一
枚
の
折
り
目
に
紙
片
を
は
さ
ん
で
上
下
を
貼
り
合
わ
せ
原
形
に
戻
す
と
い
う

作
業
を
す
る
。
そ
う
し
て
残

っ
た
の
が
、
現
姿
の
こ
の
清
書
本
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
な
お
、

こ
の
清
書
本
は
鶴

・
亀
共
に
、
表
紙

・
見
返
し

・
寄
句
の
部

・
作

者
の
部
及
び
そ
の
符
箋
と
も
す
べ
て
筆
蹟
は
同
じ
で
、
右
の

一
連

の
作
業
が
す
べ

て
同

一
人
物
の
手
に
な

っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
以
上
の
よ
う
な
手
続
き
は
、

複
写
技
術
が
極
度
に
発
達
し
た
現
代
か
ら
見
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
ま
ど
ろ

っ
こ
し
い
感

じ
が
す
る
が
、
時
間
の
あ
り
余

っ
て
い
た
当
時
に
於
て
は
最
も
確
実

で
か
つ
合
理

的
な
や
り
方
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
次
に
、
こ
の
清
書
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
や
り
方
が
、
ど
の
程
度

一
般
的

で
あ

っ
た
か
と
い
う
問
題
が
出
て
来
る
。
そ
の
答
は
、
こ
の
清
書
本
に
用
い
ら
れ

た
罫
紙
に
あ
る
と
思
う
。
こ
の
罫
紙
に
は
、
寄
句
清
書
用
の
上
の
欄
と
作
者
名
を

入
れ
る
下
の
欄
と
の
間
に
、

一
・
五
糎
程
の
余
裕
が
持
た
せ
て
あ
る
。
上
下
裁
断

を
前
提
と
し
な
い
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
余
白
は
お
よ
そ
必
要
が
な
い
。

つ
ま

り
、
こ
の
罫
紙
は
当
時
の
雑
俳
興
行
に
於
て
、
清
書
所
が
上
下
裁
断
を
前
提
と
し

て
使
用
す
る
専
用
箋
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
専
用
箋
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、

こ
の
清
書
本
か
ら
類
推

さ
れ
る
よ
う
な
や
り
方
が
あ
る
程
度
の

一

般
性
を
持

っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
こ
の
罫
紙

こ
の
場
合
は
折
冠
興
行
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
発
句
合
の
清
書
用
に

転
用
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
問
題
に
な

っ
て
く
る
の
が
こ
の
回
覧
用
清
書
本
の
成
立
年
代

で
あ

る
が
、
そ
の
前
に
興
行
圏
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
清
書
本
に

見
え
る
作
者
は
八
四
名
。
う
ち
住
所
不
明
の
二
名
を
除
き
、
他
は
摂
津
国
住
吉
郡

き

れ

た
こ
ち

き
ず
り

の
平
野

・
喜
連
、
河
内
国
渋
川
郡
の
竹
淵

・
鞍
作

・
新
家

・
衣
摺

・
久
宝
寺

・
太

子

・
安
中
、
同
丹
北
郡
の
出
戸

・
長
原
、
同
若
江
郡
の
八
尾

・
中
田
の
連
中
で
あ

る
。
現
在
の
行
政
区
画
で
言
え
ば
、
大
阪
市
平
野
区

・
東
大
阪
市

・
八
尾
市
に
属

す
る
。
こ
れ
を
図
⑤

の

『
河
内
国
再
見
小
図
』
(享
和
二
年
再
版
)
で
見
て
み
る
と
、

平
野
郷
か
ら
八
尾

へ
と
至
る
八
尾
街
道
沿

い
、
そ
れ
に
や
は
り
平
野
郷
か
ら
右
上

図5
一128一
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へ
の
び
る
街
道
沿
い
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「植
松
」
は
八
尾
の

や
や
右
下
、
こ
こ
に
あ
る
渋
川
神
社

を
当
時

「
天
神
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が

『
河
内
名
所
図
会
』

(享
和
元
年
刊
)

に
見
え
、
奉
納
先
の

「
植
松
天
満
宮
」
は

現
在
も
八
尾
市
植
松
町
三
丁
目
に
あ
る
渋
川
神
社
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
興
行
圏
が
地
域
的
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
作
者
総
数
が
八
四
名
、

寄
句
数
が

一
五
〇
〇
余
と
興
行
の
規
模
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
、
更
に
作

者
が
楽
評
に
加
わ

っ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
こ
の
催
し
は
同
好
会
的
な
性
格
を

持

っ
た
う
ち
う
ち
の
も
の
で
あ

っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
清
書
本
は
い

つ
ご
ろ
の
も
の
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
が
折
句
と
笠
付
の
集

で
あ
る

こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
享
保
期

に
前
句
付
を
中
心
と
し
て
比
較
的
大
規

模
に
催
さ
れ
て
い
た
大
坂
の
雑
俳
興
行

は
、
明
和
安
永
期
に
な
る
と
前
句
付
が
急

速
に
衰
え
て
、
折
句

・
笠
付
を
中
心
と
し
た
小
規
模
の
同
好
会
的
な
催
し

へ
と
変

わ

っ
て
行
き
、
更
に
化
政
期
に
至

っ
て
そ
れ
が
大
坂
雑
俳
の
主
流
と
し
て
定
着
し

て
行
く
こ
と
は
宮
田
正
信
博
士
の

『
雑
俳
史
の
研
究
』
に
詳
し
い
。
こ
の
清
書
本

は
折
冠
集
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
河
内

・
摂
津
の
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
内
で
の
小
規

模
の
催
し
で
あ
る
こ
と
、
更

に
作
者
が
楽
評
と
し
て
加
わ
り
同
好
会
的
な
性
格
が

強
い
こ
と
な
ど
、
そ
れ
は
ま
さ
に
天
明

か
ら
化
政
期

へ
至
る
大
坂
雑
俳
興
行
の
典

型
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
。
本
評
点
者

の

一
人

「
谷
村
甫
水
」
の
名
が
文
化
五
年

の

『
折
句
久
知
句
留
磨
』
に
八
尾
の
折
句
点
者
と
し
て
出
て
い
る
こ
と
は
、
右

の

推
測
を
裏
付
け
る
有
力
な
傍
証
と
な
ろ
う
。
な
お
断
定
は
揮
ら
れ
る
も
の
の
、

こ

の
清
書
本
の
印
象
は
化
政
期
の
も
の
ほ
ど
崩
れ
て
お
ら
ず
、

「寛
政
頃
筆
写
」
と

符
箋
に
記
し
た
古
書
緯
の
見
解
は
妥
当

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

国
風
冠
句
春
季
月
並
集

家
蔵
。
半
紙
本

一
冊
。
縦

二
四
糎
、
横

一
五

・
五
糎
。
図
⑥
が
そ
の
表
紙
。
図

版
下
部
は

一
丁
表
の
作
者
欄
で
あ
る
。
中
央
に
三
宗
匠
名
の
記
載
が
あ
る
が
、
打

睡
庵
下
部
の

「打
睡
庵
閲
」

の
朱
印
、
乙
鳥
家
下
部
の

「
柳
水
」

の
朱
印
、
そ
れ

に
麗
華
園

・
乙
鳥
家
の
肩
の
了

は
、
回
覧
に
よ
り
選
が
済
ん
だ
こ
と
を
表
わ
す
。

ま
た
宗
匠
名
の
上
に

「
龍
の
部
」
と
あ
り
、
こ
れ
と
対
に
な

っ
た

「
虎
の
部
」
の

存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
正
確
な
成
立
年
代
は
わ
か
ら
な
い
が
、
宗
匠
の

一
人
で
あ

る
山
雄
の
名
が
明
治
十
九
年
序
の

『
冠
句
名
家
玉
の
声
』
巻
頭
に

「打
睡
庵
山
雄

士
族

上
京
区
武
者
小
路
新
町
西
入

富
井
政
恒
」
と
見
え
、
お
お
ま
か
に
明

治
中
期
と
し
て
お
く
。
見
返
し
に
は
、
表
紙
と
同
じ
三
宗
匠
名
と

「
い
ら
い
ら
と

・

六
根
清
浄

・
花
買
ふ
て
」
以
下
の
冠
題
三
二
題
を
印
刷
し
た
紙
を
貼
る
が
、
こ
れ

トー2

は
募
集

の
際
に
使
用
さ
れ
た
ち
ら
し
の
切
り
抜
き
と
思
わ
れ
る
。
図
⑦
は

一
九
丁

一

図6
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裏
と
二
〇
丁
表
。
半
丁

一
〇
行

の
海
老
茶
色
罫
紙
を
用
い
、
各
丁
左
上
欄
外
に
丁

付
を
入
れ
る
。
合
計

一
二
二
丁
。
こ
の
罫
紙
は
最
上
段
に
冠
題
を
略
し
た
も
の
を
、

中
段
に
寄
句
を
、
下
段
に
作
者
を
記
入
す
る
形
態
に
な

っ
て
お
り
、
冠
句
専
用
箋

と
思
わ
れ
る
。
句
を
清
書
す
る
欄
と
作
者
欄
と
の
間
に

一
・
六
糎
程
の
余
裕
が
設

け
て
あ
り
、
や
は
り
そ
こ
で

一
度
裁
断
し
、
再
度
綴
じ
合
わ
せ
た
の
が
現
姿
。
図

⑧

の
よ
う
に
、
背

・
腹
の
方
か
ら
見
て
み
る
と
、
初
～
五
〇
丁
、
五

一
～
七
四
丁
、

七
五
～
九
九
丁
、
百
～
終
丁
と
各
部
で
裁
断
の
位
置
が
異
な
り
、
四
部
に
分
け
て

裁
断
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
れ
も
回
覧
用
の
清
書
本
で
あ

っ
た
こ
と
は
明

白
だ
が
、
先
の

『奉
納
植
松
』
と
異
な

る
の
は
、

二
十

・
九
△

・
九
と
い
う
よ
う

に
点
印

(朱
)
が
押
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
押
印
の
位
置
は
、
大
略
上
部

欄
外

・
冠
題
欄

・
句
頭
と
三
段
に
分
か
れ
、
し
か
も
点
印
は
同

一
の
も
の
を
使

っ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
点
印
は
清
書
本
と
共
に
宗
匠
間
を
回
さ
れ
、
宗
匠
別
に

押
印
の
位
置
を
決
め
て
点
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
清
書
本
も
、
表
紙

・
寄

句

・
作
者
と
も
筆
蹟
は
同

一
で
、
こ
れ
ま
た

一
連
の
作
業
が
清
書
所

一
人
の
手
に

ょ

っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
収
録
句
は
二
四
二
六
章
、
作
者
総
数

七
九
名
。
そ
の
殆
ど
に
所
書
き
が
な
く
、
ど
の
あ
た
り
の
連
中
か
は

っ
き
り
し
な

い
が
、
中
に

「
イ
ナ
リ
」

の
作
者
が

一
人
混
じ
る
こ
と
、
そ
れ
に
宗
匠
の

一
人
山

雄
が
京
都

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
周
辺
と
見
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
失
な
わ
れ

た

「虎
の
部
」

の
内
容
に
よ

っ
て
多
少

話
が
変
わ

っ
て
く
る
が
、

「
龍
の
部
」
に

限

っ
て
先

の

『奉
納
植
松
』
と
較
べ

て
み
る
と
、
寄
句
数
は
多
い
も
の
の
作
者
数

に
さ
ほ
ど
違

い
は
な
く
、
興
行
の
規
模
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
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銀
河
舎
里
遊
還
暦
祝
冠
吟
輯

家
蔵
。
半
紙
本
、
縦

二
四

・
三
糎
、
横

一
六

・
七
糎
。
賀

・
寿
の
二
冊
あ
り
。

図
⑨
は

「賀
之
部
」
の
表
紙
、
及
び
背
と
腹
。
表
紙
は
ボ
ー
ル
紙
を
使
う
。
表
紙

き
ん
や

の
書
入
れ
か
ら
大
正
十
五
年
の
興
行
な
る
こ
と
は
明
ら
か
。
禁
夜
は
旧
河
内
国
交

野
郡
、
現
枚
方
市
。
真
光
寺
は
真
宗
大
谷
派
の
寺

で
、
今
も
あ
る
。
表
紙
左
端

の

宗
匠
名
が
か
す
れ
る
が
、
そ
こ
は

「応
亭
八
樹
門
宗
匠
総
評

聴
松
庵

一
峰
宗
匠
/

静
海
庵
月
人
宗
匠
共
選
」
と
読
め
る
。

「寿
の
部
」

の
表
紙
も
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、

響

舎

懸
鍵

図9
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楽
評
格
の
二
名
が

「浅
芽
庵
羅
山
/
都
笠
庵
花
守
」
に
替
わ
る
。
各
冊
後
表
紙
に

「
七
夕
社
主
催
」
と
あ
る
。
図
⑩
は
本
文
の

一
部
。

「京
都
河
原
町
六
角
今
中
壼

中
堂
製
」
の
半
丁

一
〇
行
の
藍
色
罫
紙
を
使
用
す
る
。
罫
紙
の
形
態
は
先
の
明
治

期
の

『
国
風
冠
句
』
に
同
じ
で
や
は
り
冠
句
専
用
箋
だ
が
、
こ
ち
ら
に
は
国
名
を

入
れ
る
欄
が
設
け
て
あ
る
。
寄
句
清
書
欄
と
国
名

・
雅
号
欄
の
問
に

一
・
二
糎
程

の
余
白
を
設
け
、
そ
こ
で
上
下
を
裁
断
し
、
再
度
綴
じ
合
わ
せ
る
や
り
方
は

『
奉

納
植
松
』

『
国
風
冠
句
』
に
全
く
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
匠
が
清
書
本
を
回
覧

一125一
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9

し

「賀

・
九
半

・
十
九

・
二
〇
」
と
い

っ
た
点
印
を
使
用
し
点
を
か
け
る
形
態
は
、

『
国
風
冠
句
』
に
等
し
い
。
各
冊
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
丁
の
欄
外
上
下
に
頁
数
を
入

れ
て
、
寄
句
清
書
の
部
と
作
者

の
部
を
再
度
綴
じ
合
わ
せ
る
際
に
ず
れ
な
い
よ
う

に
配
慮
が
し
て
あ
る
。
頁
数
は
賀
の
部
が

一
～
三
八
六
、
寿
の
部
が

一
～
三
九
二
。

収
録
句
数
合
計
七
七
八
〇
章
、
作
者
総
数

八
〇
名
。
筆
蹟
は
、
表
紙

・
寄
句
清
書

の
部

.
作
者
の
部

・
頁
数
と
も
両
冊
を
通
じ
同

一
で
あ
る
。
作
者

の
国
名
欄
は
す

べ
て
空
白
と
な

っ
て
お
り
、
概
ね
禁

野
周
辺
の
連
中
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
先
の

『奉
納
植
松
』

の
場
合
と
比
較
す
る
に
、
作
者
数
は
ほ
ぼ
同
じ
で
興
行
圏
も
限
ら

れ
て
お
り
、
興
行
の
規
模
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
し
か
し
、
寄
句
が
八
千

近
い
場
合
も
、
作
者
照
合
の
手
続
き
が

『
奉
納
植
松
』

『
国
風
冠
句
』
と
同
じ
や

り
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注

目
し
て
よ
い
事
実

で
あ
る
。

平
安
鳳
鳴
会
十
周
年
記
念
俳
句
合
の
清
書
本

木
村
善
光
氏
蔵
。
縦

一
八

・
六
糎
、

横

一
六

・
三
糎

で
、
ほ
ぼ
方
形
に
近
い
。

乙
号

・
丙
号
の
二
部
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

一
二
冊
つ
つ
あ
る
。
全
冊
後
表
紙

に

「
松
筍
亭
/
蔵
書
印
」

の
方
形
陽
刻
朱
印
を
押
す
。
図
の
⑪
は
、
乙
・
丙
第

一
巻

の
表
紙
。
そ
の
標
題
に
あ
る
如
く
、
京
都

の
鳳
鳴
会
十
周
年
記
念

の
俳
句
合
の
清

書
本
で
、
寄
句
は
カ
ー
ボ
ソ
紙
を
使

っ
て
複
写
し
、
乙
丙
各
号
の
内
容
は
全
く
同

じ
で
あ
る
。
表
紙
左
の

「京
都
市
四
条
西
洞
院
東

山
ざ
き
や
事

化
粧
品
煉
チ
ッ

ク
製
造

く安

徳
田
商
舗
」
の
印
、

及
び
そ
の
左
右
の

「抜
句
後

ハ
」

「
玉
喜

へ
還

ス
」
と
い
う
書
き
入
れ
は
全
冊
に
認
め
ら
れ
る
。
俳
号
玉
喜

こ
と
徳
田
商
舗

主
人
が
こ
の
催
し
の
世
話
人
で
、
こ
の
清
書
本
も
彼
の
手
に
成

っ
た
可
能
性
が
濃

丙乙

孝
歩
毒
鳴
曝
畜
蒼

劉

獅
欝
老

多

タ
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叡
講
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漁
6

倭
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ニ
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セ
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礁
.義
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、劉

卿
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個
瑳

心

£

梶
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)

老

憲

を

肇

こ

畑.・、
'呼

蓼

イ
ギ

繁
チ蚤

蔀

献
材
亨
こ

埜

を
え
歪
家
こ

属
嚢酬

∴

一回魚
轟

へ⑦邑
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一

い
。
乙
丙
と
も
各
巻
の
丁
数
は
、
第

一
か
ら
十

一
ま
で
が
各
二
五
丁
、
納
巻

(十

二
巻
)
が
二
三
丁
で
、
寄
句
数
は
五
九
六
五
章
に
及
ぶ
。
清
書
句
に
閲
す
る
に
、

季
題
は
正
月
の
も
の
が
多
い
が
春
三
月
に
わ
た
り
、
兼
題
に
自
由
題
を
も
交
え
た

催
し
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
成
立
に
つ
い
て
は
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大
正
の
十
三
年
や
君
が
春

と
い
う
句
に
よ

っ
て
ほ
ぼ
確
定
出
来
る
が
、
念
の
た
め
に
調
べ
て
み
る
と
、

治
り
し
震
後

の
春
を
迎

へ
け
り

バ
ラ
ッ
ク
の
東
都
を
偲
ぶ
雑
煮
か
な

復
興
の
帝
都
賑
は
し
飾
り
竹

と
い
っ
た
、
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
句
、
ま
た

九
重
に
梅
の
薫
り
て
御
成
婚

御
成
婚
睦
月
の
日
誌
飾
り
け
り

千
代
栄
ふ
皇
子
の
祝
賀
や
松
の
花

と
い
う
、
同
十
三
年

一
月
の
皇
太
子
裕
仁
の
成
婚
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
句
が
数

多
く
見
え
、
鳳
鳴
会
十
周
年
の
催
し
は
大
正
十
三
年
春
で
あ

っ
た
と
断
定
し
て
よ

か
ろ
う
。

さ
て
、
図
⑩
の
丙
号
第

一
巻
表
紙
に
見
え
る
よ
う
に
、
丙
号
の
十

二
冊
に
は
花

の
本
聴
秋

・
落
柿
舎
晩
翠

・
百
世
庵
三
甫
の
名
が
記
さ
れ
、

こ
の
三
点
者
の
回
覧

用
で
あ
る
。
乙
号
の
方
も
第

二
巻
を
除
く
他
の
十

一
冊
に
、
芭
蕉
堂
藍
水

・
夜
半

亭
蕪
江

・
柿
之
本
秋
村

・
枯
魚
堂
嵐
更

の
四
名
の
名
が
記
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
様
に
考

え
ら
れ
る
の
だ
が
、
乙
の
第

二
巻
の
み
為
水
園
柏
年

・
鳳
渡
園
暁
雨

・
酔
夢
庵
登

門

・
翠
篁
庵
竹
堂
と
し
て
あ
る
の
が
不
審
で
あ
る
。
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も

そ
も
乙

・
丙
だ
け
と
い
う
の
が
お
か
し

い
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
俳
句
合
の
清
書
本

は
も
と
も
と
甲
乙
丙
と
三
部
同
じ
内
容

の
も
の
が
存
在
し
た
と
見
る
の
が
自
然

で

あ
ろ
う
。
乙
の
二
巻
に
見
え
る
柏
年
ら

四
名
の
宗
匠
は
甲
号
の
担
当
だ

っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
手
違
い
で
、
乙
の
二
巻
と
甲
の
二
巻
が
入
れ
替

っ
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て
し
ま

っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
無
理
が
な
い
。
図
⑫
は
乙
巻

一
号
の

一
丁
裏
と

二
丁
表
。
先
の

『
還
暦
祝
吟
輯
』
と
や
や
形
態
は
異
な
る
が
、
や
は
り

「
京
都
河

原
町
六
角
今
中
壼
中
堂
製
」

の
藍
色
罫
紙
を
使
用
し
て
い
る
。
上
部
の
五
段
に
区

切
ら
れ
た
欄
は
、
宗
匠
朱
点
用
の
そ
れ

で
、
少
な
く
も
五
名
ま
で
の
回
覧
が
可
能
。

句
の
清
書
欄
の
ス
ペ
ー
ス
か
ら
見
て
、

こ
ち
ら
は
俳
句
専
用
箋
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
専
用
箋
に
は
作
者
記
入
欄
が
な
い
。
が
、
先
の

『還
暦
祝
冠
吟
集
』

に
使
用
さ
れ
て
い
た
同
じ
壼
中
堂
製
の
冠
句
専
用
箋
を
そ
の
横
に
置
い
て
見
れ
ば
、

こ
の
清
書
本
は
下
部
の
作
者
記
入
欄
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
の
清
書
本
が
や
や
寸
詰
ま
り
の
方
形

に
近

い
姿
を
し
て
い
る
理
由
も
そ
こ
に
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
裁
断
さ
れ
た
作
者
の
部
は
ど
う
な
っ
て
し

ま

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
失

わ
れ
た
甲
号
に
綴
じ
合
わ
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
カ
ー
ボ
ソ
紙
に
よ
る
複

写
の
た
め
、
甲
乙
丙
三
部
の
内
容
は
全
く

同
じ
で
あ
る
。
従

っ
て
、
句
と
作
者
を
照
合
す
る
た
め
の
控
え
は

一
部
あ
れ
ば
事

足
り
た
は
ず

で
、
乙
丙
に
於
て
は
寄
句

の
部
と
作
者
の
部
を
綴
じ
合
わ
せ
る
作
業

は
省
略
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
雑
俳
及
び
発
句
合
の
興
行
に
お
い
て
清
書
所
が
寄
句

を
清
書
し
て
点
者

に
清
書
本
を
回
す
際

に
、
作
者
欄
を
裁
断
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

作
者
名
を
伏
せ
、
選
が
済
ん
だ
あ
と

で
再
度
綴
じ
合
わ
せ
て
照
合
す
る
と
い
う
手

続
き
を
踏
ん
で
い
た
こ
と
、
し
か
も

そ
の
や
り
方
は
既
に
寛
政
期
に
は
専
用
箋
が

用
い
ら
れ
る
ほ
ど

一
般
化
し
て
い
た

こ
と
、
以
後
も
大
正
末
年
ま
で
踏
襲
さ
れ
て

来

て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
と
思

う
。
こ
の
や
り
方
が
ど
の
あ
た
り
ま
で
遡
り

得
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
資
料
の
出
現
を
待

つ
し
か
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
専
用
箋
を
用
い
な
く
て
も
可
能
で
あ
る
。

そ
の
場
合
も
、

『
奉
納
植
松
』

『
国
風
冠
句
』

『還
暦
祝
冠
吟
輯
』
の
よ
う
に
、

作
者
部
が
寄
句
清
書
部
と
綴
じ
あ
わ
せ
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
察
し
が

つ
く
。
し
か

し
、

『
平
安
鳳
鳴
会
』

の
例
は
、
作
者
の
部
が
裁
断
さ
れ
た
ま
ま
の
姿
の
清
書
本

も
存
在
し
得
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
専
用
箋
を
用
い
ず
し
か
も
作

者
の
部
が
失
な
わ
れ
た
例
を

一
つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。

根
来
不
動
尊

一
万
句
集
の
清
書
本

全
二
冊
。
仮
に
、
甲

・
乙
と
し
て
お
く
。
縦
二
一二
・
二
糎
、
横
二
〇
糎
で
ほ
ぼ

方
形
に
近
い
。
両
冊
と
も
茶
色
地
表
紙
で
、
左
肩
に
薄
茶
色
地
の
単
辺
書
題
簸
に

「
根
来
不
動
尊

一
万
句
集
」
と
記
す
。
こ
の
二
冊
は
他
の
俳
譜
資
料
と
共
に
紀
州

加
太
の
旧
家
に
伝
わ

っ
て
来
た
も
の
。
奉
納
先
は
紀
州
根
来
寺
に
祀
ら
れ
、
鳥
羽

き
り
も
み

天
皇
の
病
気
平
癒
に
霊
験
あ
り
開
祖
危
難
に
身
代
り
と
な
っ
た
と
伝
え
る
錘
鍍
不

動
尊
で
あ
ろ
う
。
両
冊
と
も
に
丁
付
を
入
れ
、
甲
が

一
か
ら
百
三
十
ま
で
、
乙
が

百
三
十

一
か
ら
二
百
六
十

一
ま
で
。
折
句

・
笠
付
に
発
句
を
混
じ
え
、
半
丁
に
八

句
宛
、
甲
乙
併
せ
て
四

一
七
六
句
を
清
書
し
て
あ
る
。
序

・
践
な
ど

一
切
な
く
、

揃
い
本
か
ど
う
か
不
明
な
が
ら
、
標
題
に
言
う

「
一
万
句
集
」
に
比
し
清
書
句
が

四
千
余
し
か
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
甲

・
乙
の
次
に
も
う

一
冊
及
至
二
冊
あ
っ

た
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
図
⑬
は
、
甲
の
百
十
丁
裏
と
百
十

一
丁
表
。
こ
れ

か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
清
書
本
は
作
者
名
が
入
れ
て
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
下
の
部
分
が
明
ら
か
に
裁
断
さ
れ
て
い
る
。
先
の

『
平
安
鳳
鳴
会
』

の
例
と
同
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じ
く
、
本
の
大
き
さ
が
や
や
寸
詰
ま
り
に
な

っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
、
原
姿

は
大
本
大
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
場
合
、
何
故
作
者

の
部
が
綴

じ
合
わ
せ
て
な
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
き
た
い
。

先
の

『
還
暦
祝
冠
吟
輯
』
の
例
の
よ
う
に
、
寄
句
清
書
部
と
作
者
部
に
丁
付
さ
え

入

っ
て
い
れ
ば
、
綴
じ
合
わ
せ
な
く
て
も
照
合
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
催
し
で
標

題
通
り

一
万
句
ほ
ど
寄
句
が
あ

っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
清
書
本
は
甲
乙
以
外
に
あ

と
二
冊
あ

っ
た
は
ず
で
、
そ
う
す
る
と
総
丁
数
は
五
百
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
寄
句
清
書
部
と
作
者
部
を
綴
じ
合
わ
せ
る
手
間
を
省
い
て
、

丁
付
に
よ

っ
て
照
合
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
こ
の
清
書
本
の
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
清
書
句
の
内
容
か
ら
見
て
近

代
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
笠
付
の
題
は
普
通
の
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は

「病
夫
の

・
初
産
の
・
雪
隠
の

・
雲
助
に

・
寒
梅

へ
・
兄
嫁
が
、

木
像
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
伊
勢
の

「
一
句
立
」

の
そ
れ
に
等
し
い
。
化
政
期
の

紀
州
で
は
折
句
と
共
に
、
南
紀
滞
留
の
樗
良
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る

一
句
立
の
遺
風
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

『
雑
俳
史
の
研
究
』
に
詳

21

し
い
・
本
の
印
象
か
ら
も
・

こ
の
薯

本
は
化
政
期

の
成
立
と
見
て
大
き
く
は
誤

↓

た

な

い

と
思

わ

れ

る
。

二

 

さ
て
そ
れ
で
は
、
冒
頭
に
提
示
し
て
お
い
た
二
つ
め
の
疑
問
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。
そ
れ
は
、
点
者
が
複
数
に
及
ぶ
場
合
、
清
書
所
は
清
書
本
を
ど
の
よ
う

に
仕
立
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の

一
つ
の
答
は
、
先

の
考
察

に
よ

っ
て
既
に
出
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
奉
納
植
松
』

『
国
風
冠
句
』

『還
暦
祝
冠
吟
集
』

の
よ
う
に
、

一
つ
の
清
書
本
を
点
者
間
で
回
覧
す
る
と
い
う

や
り
方

で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
清
書
所
は
清
書
本
を

一
部
仕
立
て
る
だ
け
で
事
が
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足
り
る
。
こ
の
回
覧
方
式
と
並
ん
で
、
も
う

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
が
点
者
の
数
だ

け
同

一
内
容
の
清
書
本
を
仕
立
て
る
、

い
わ
ば
複
製
方
式
で
あ
る
。
先
の

『
平
安

鳳
鳴
会
』
の
例
は
、
複
製
方
式
と
回
覧
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

も

っ
と
も
、
こ
の
場
合
は
複
製
と
は
言
え
カ
ー
ボ
ソ
紙
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
れ

を
江
戸
時
代
に
適
用
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
江
戸
時
代
に
可
能
で
あ

っ
た
の
は
、

筆
写
に
よ

っ
て
同
じ
内
容
の
清
書
本
を
何
冊
も
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
筆
写
複
製
方
式
が
採
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
大
変
に
難
し
い
。
清
書
本
の
数
が
増

え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
散
逸
の
可
能
性
も
高
く
な
る
。
と
り
わ
け
、
清
書
本
と
点
者

の
秀
吟
抜
葦
集
が

一
冊
と
な
っ
た
点
帖

の
場
合
は
、
そ
の
可
能
性
が
更

に
増
す
。

何
故
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
点
帖
は
、
巻

の
中
で
最
高
点
を
得
た
作
者

に
賞
品
と
共

に
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
複
選
興
行
に
於

て
、

一
人
の
作
者
が

全

て
の
点
者
の
選
で
最
高
点
を
得
て
、
点
帖
を

一
人
占
め
に
す
る
こ
と
は
可
能
性

と
し
て
は
小
さ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
投
句
作
者
に
と

っ
て
複
選
興
行
は
、
ダ
ブ

ル

チ
ャ
ソ
ス
の
宝
く
じ
の
よ
う
に
魅
力
的
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
複
選
興
行
に
於
け
る

点
帖
は
、
本
来
的
に
散
逸
す
べ
き
運
命

に
あ
る
。
筆
写
複
製
方
式
が
採
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
定
出
来

て
も
、
そ
の
証
明
が
困
難

で
あ
る
理
由
は
そ
こ

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
極
め
て
幸
運
な
例
が
二
つ
存
在
す
る
。

一
つ
は
幕
末
期
京
都

点
者
に
よ
る
臨
時
の
発
句
合
の
点
帖
、

い
ま

一
つ
は
明
治
期
上
州
地
方
の
月
並
発

句
合
の
点
帖
で
あ
る
。

大
乗
寺
妙
見
宮
奉
額
発
句
合
の
点
帖

家
蔵
に
三
冊

一
組
で
入
手
し
た
幕
末
期
の
点
帖
が
あ
る
。
仮
に
是
を
甲

・
乙

・

丙
と
す
る
。
浅
標
色
地
に
小
さ
な
水
玉
を
散
ら
し
た
同
じ
表
紙
を
用
い
、
半
紙
本

大
。
い
ず
れ
に
も
題
策
は
な
い
が
、
各
冊
第

一
丁
表
に
興
行
名

・
題

・
点
者
名
を

記
す
。
図
⑭
参
照
。
甲
は

「
大
乗
寺
妙
見
宮
奉
額
発
句
合
」
の

「
洛
枯
魚
堂
宗
匠

評
」
に
な
る
点
帖
、
乙
も
同
じ
催
し
の
点
帖

で
こ
ち
ら
は

「洛
蕪
汁
庵
宗
匠
評
」

と
あ
る
。
丙
は
図
版
に
は
掲
げ
な
い
が
、

「栗
尾
大
師
堂
奉
額
」
と

「
下
平
屋
其

甲

ー

図14
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ハマ
ど

柳
子
追
善
」
を
兼
ね
た
催
し
で
、

「
古
魚
堂
宗
匠
撰
」
に
な
る
。
い
ず
れ
の
興
行

も
月
並
に
あ
ら
ず
臨
時

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
題
が
四
季
に
わ
た

っ
て
い
る
こ
と
か

ら
明
ら
か
。
甲
と
丙
に
点
を
か
け
る
枯
魚
堂
は
祭
魚
の
こ
と
。

『新
撰
俳
譜
年
表
』

に
よ
れ
ば
、
喜
多
川
氏
、
梅
価
の
男
で
万
蔵
と
称
し
、
明
治
六
年
に
没
し
た
と
あ

る
。
ま
た
、
慶
応
三
年
正
月
か
ら
翌
明
治
元
年
十

二
月
ま
で
の
月
並
発
句
合
摺
り

物
が
管
見
に
入
っ
て
い
る
。
乙
の
点
者
蕪
汁
庵
は
若
雅
の
こ
と
。
没
年

つ
い
て
は

未
詳
な
が
ら
、
文
政
九
年
及
び
弘
化
元
年
の
月
並
発
句
合
摺
り
物
が
残
る
。
ま
た
、

甲
乙
丙
三
冊
の
点
帖
に
出
る
作
者
の
う
ち
数
名
が
、
洛
の
弄
時
庵
季
徳
撰
に
な
る

天
保
七
～
九
年
の
月
並
発
句
合
の
摺
り
物
を
合
綴
再
刊
し
た

『
俳
譜
玉
箒
二
編
』

に
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
甲
乙
丙
三
冊
の
点
帖
は
お
お

ま
か
に
言
え
ば
幕
末
、
少
し
限
定
す
れ
ば
天
保
前
後
の
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
、
丙
は
さ
て
お
き
、
同
じ
催
し

の
点
帖
で
あ
る
甲
乙
の
両
冊
に
注
目
し
て

み
よ
う
。
図
⑭

の
標
題
部
の
筆
蹟
が
同

一
な
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
れ

は
寄
句
清
書
の
部
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
例
と
し
て
両
冊
第

二
丁
表
を
図
⑮

に
あ

げ
て
お
く
。
以
下
、
両
冊
の
内
容
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
す
る
。
甲
は
全
七
〇

丁
。

一
丁
表
に
標
題
、
裏
は
余
白
。

二
丁
表
か
ら
五
三
丁
裏
ま
で
が
清
書
所
に
よ

る
清
書
部
で
、
半
丁
五
句
宛
に
寄
句
五

一
八
章
を
清
書
す
る
。
五
四
丁
表
に
は
祭

魚
が

「
訂
校

枯
魚
堂
」
と
署
名
し

「祭
魚
」

の
押
印
。
続
い
て

「拾
玉
六
十
二

章
」
と
し
て
、
そ
の
裏
か
ら
七
〇
丁
表

に
か
け
て
秀
吟
を
点
の
低

い
も
の
か
ら
並

べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
点
印
を
押
し
、
奥
に
追
加
吟
を
添
え
る

(
図
⑯
)
。
五
四

丁
以
下

の
秀
吟
の
部
は
祭
魚
の
清
書

で
、
そ
の
秀
吟
は
五
三
丁
ま
で
の
清
書
所
に

よ
る
寄
句
清
書
部
か
ら
選
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
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「
拾
玉
六
十
二
章
」
と
あ
る
が
実
数
は

六
五
章
。
作
者
名
は
選
が
済
ん
だ
の
ち
清

書
所
が
入
れ
た
も
の
で
、
そ
の
筆
蹟
は
寄
句
清
書
部

の
そ
れ
に

一
致
す
る
。
そ
し

て
、
図
⑯
に
示
し
た
よ
う
に
、
七

一
丁
裏
の
巻
魁

(巻
頭
)
句

「毬
栗
に
し
ぶ
と

く
降
る
や
山
の
雨
」

の
作
者
は
大
内

の

一
花
な
る
人
物
で
、
こ
の
点
帖
は
賞
品
と

共
に
彼
に
与
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
乙
は
全
七

一
丁
。
一
丁
は
甲
に
同
じ
。

　 し七、、
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二
丁
表
か
ら
五
四
丁
表
に
か
け
て
甲
と
同
様
に
清
書
所
が
寄
句
五
二
六
章
を
清
書
、

そ
の
筆
蹟
が
甲
と

一
致
す
る
こ
と
は
図
⑮
に
示
し
た
通
り
。
五
四
丁
裏
に
は
若
雅

が

「校

蕪
汁
庵
」
と
署
名
、
押
印
。
以
下
、
七

一
丁
裏
ま
で
若
雅
が
秀
吟
七
四

章
を
清
書
し
、
各
句
に
点
印
を
押
す
。
ち
な
み
に
、
秀
吟
部
書
き
入
れ
の
作
者
名

の
筆
蹟
は
、
寄
句
清
書
部
の
そ
れ
と
印
象
が
異
な
る
。
七

一
丁
裏

(
図
⑰
)
に

一118一
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「
右
巻
中

=

と
す
る

「
山
風
に
露
の
む
ら
が
る
わ
か
葉
哉
」
の
句
、
作
者
は
や

は
り

一
花
、
こ
れ
ま
た
彼
が
せ
し
め
た
点
帖
で
あ
っ
た
。
な
お
、
甲
乙
両
冊
の
清

書
所
に
よ
る
寄
句
清
書
部
を
比
較
す
る

に
、
四
九
丁
裏
ま
で
は
寄
句
記
載
順
全
く

同
じ
で
あ
る
が
、
五
〇
丁
表
か
ら
記
載
順
に
乱
れ
が
生
じ
、
更
に
乙
に
は
あ

っ
て

甲
に
見
え
な
い
句
が

一
〇
章
、
逆
の
例
が

二
章
と
句
の
出
入
り
も
認
め
ら
れ
る
。

両
冊
で
寄
句
数
が
異
な
る
の
は
そ
の
た

め
。
こ
の
混
乱
の
理
由
は
、
そ
れ
が
巻
末

近
く
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
遅
着
分
の
整
理
に
伴
な
う
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
が
、
全
体
的
に
見
て
大
き

な
問
題

で
は
な
く
、
こ
の
甲
乙
の
両
冊
に

よ

っ
て
、

「大
乗
寺
妙
見
宮
奉
額
発
句
合
」
の
催
し
で
は
清
書
所
が
同
じ
清
書
本

を
二
部
仕
立
て
て
、

二
名
の
点
者
に
回
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
甲
乙
両
冊
の
点
帖
は
祭
魚

・
若
雅
両
点
者

の
選

で
共
に
巻
頭
の
位
を
得

た
大
内
の

一
花
が
せ
し
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
別
の
催
し
の
点
帖
で
あ
る
丙
の
巻

頭
も
実
は

一
花
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
甲
乙
丙
三
冊
の
点
帖
は
も
と
も
と

一
花

の
手
許
に
あ

っ
た
も
の
が
幸
い
に
も
散
逸
を
免
れ
、
現
在
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
複
選
興
行
の
場
合
、
特
定
の
作
者
が
点
帖
を

一
人
占
め

に
す
る
例
は
珍
し
い
。
特
に
興
行
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
そ
の
傾
向
は
強
く
な
る
。

が
、
こ
の
場
合
は
興
行
の
規
模
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か

っ
た
。
甲
乙
丙
三
冊
の

秀
吟
の
部
に
見
え
る
作
者
は
三
六
名
に
過
ぎ
な
い
。
入
選
を
果
た
さ
な
か
っ
た
作

者
も
あ
ろ
う
か
ら
こ
れ
で
す
べ
て
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
寄
句
数

五
百
余
と
い
う
数
か
ら
見
て
も
せ
い
ぜ

い
五
〇
名
程
度
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
者

の
所
書
き
を
拾

っ
て
み
る
と
、
棚
田

・
上
久
保

・
荒
倉

・
大
内

・
板
橋

・
岩
江
戸

・

お

ざ

そ

原

・
小
笹
尾

・
市
場

・
上
司

・
上
平
屋
と
丹
波
国
桑
田
郡
の
若
狭
街
道
沿
い
と
そ

の
周
辺
に
集
中
し
、
現
在
の
北
桑
田
郡
美
山
町
内
に
ほ
ぼ
す

っ
ぽ
り
と
収
ま

っ
て

し
ま
う
。
丙
も
含
め
て
、
三
冊
の
点
帖
が
伝
え
る
興
行
の
規
模
は
極
め
て
小
さ
い
。

ち
な
み
に
記
せ
ば
、
甲
乙
丙
の
三
冊
を
通
じ
て

一
花
の
入
選
句
は
二
三
章

に
及
び

全
体
の
約
九
分
の

一
を
占
め
、
次
位
の
松
亭

の

一
五
章
を
大
き
く
引
き
離
し
て
お

り
、
熱
意
の
ほ
ど
が
し
の
ば
れ
る
。
か
よ
う
に
、
興
行

の
規
模
が
小
さ
か

っ
た
こ

と
に
加
え

一
花
の
句
好
き
ぶ
り
も
手
伝

っ
て
、
甲
乙
丙
三
冊
の
点
帖
は
彼
が
独
占

す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
幸
運
に
も
そ
れ
が
揃

っ
て
現
在
に
伝
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
甲
乙
の
興
行
の
奉
納
先
で
あ
る
が
、

『
大
日
本
寺
院
総
覧
』
に
よ
れ
ば

大
乗
寺
な
る
寺
は
丹
波
に
四
箇
寺
が
あ
り
、
う
ち
特
に
著
名
な
の
は
現
宮
津
市
中

野
の
通
称

「
お
七
寺
」
だ
が
、
こ
の
場
合
何
処
と
も
定
め
が
た
い
。

奈
良
漬
会
集
評
発
句
合
の
点
帖

奈
良
大
学
図
書
館
蔵
。
半
紙
本

一
四
冊
、
紙
繕
綴
じ
の
粗
製
本
。

い
ま
仮
に
、

こ
れ
を
ー
～
14
と
し
て
お
く
。
表
紙
は
す
べ
て
同
じ
用
紙
を
用
い
、
薄
い
海
老
茶

色
地
に
白
色
の
梅
紋
様
を
散
ら
す
。
図
の
⑱
は
ー
の
表
紙
。
中
央
に

「
奈
良
漬
会

集
評
発
句
合

第
二
回
」
と
し
、
左
肩
に

「
顕
志
宗
匠
公
」
、
右
下
に

「
上
催
主

君
」

(上
と
君
は
朱
書
き
)
と
記
す
。
内
容
は
、
菜

の
花

・
鰍
擁

・
鳥
さ
か
る

・

夏
近
し
の
四
題
に
よ
る
寄
句
各
六
二
章
を
季
題
別
に
清
書
し
、
そ
れ
に
点
を
か
け

た
も
の
。

1
の
点
者
は
表
紙
に
あ
る
よ
う
に
顕
志
。
2
～
14
も
同
じ
内
容
の
宗
匠

別
の
点
帖

で
あ
る
。
表
紙
に
ー
と
同
じ
く
興
行
名
を
記
す
の
は
2

・
3

・
4
の
三

冊
。
ま
た
、
点
者
名
を
入
れ
る
の
は
、
2

「其
胤
先
生
撰
」

・
3

「楽
酒
先
丈
」

・

5

「
孤
仙
先
丈
」

・
6

「呑
洋
先
丈
」

・
7

「大
理
石
先
生
」
の
五
冊
。
8
～
14
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図18

 

は
表
紙
に
何
も
書
き
入
れ
が
な
い
。
が
、
巻
末
の
追
加
吟
等
に
よ

っ
て
、
各
冊
の

点
者
は
、
8
場
松

・
9
梅
風

・
10
梅
月

・
11
和
川

・
14
高
子
で
あ

っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
4

・
12

・
13
に
つ
い
て
は
点
者
不
明
。
各
冊
の
丁
数
は
二
三
～

二
九
丁

と
ば
ら

つ
き
が
あ
る
。
同
じ
内
容
の
清
書
本
に
そ
れ
ぞ
れ
の
点
者
が
点
を
か
け
、

巻
末
に
点
者
自
筆
に
よ
る
天
地
人
の
秀
吟
抜
葦
及
び
追
加
吟
を
添
え
る
形
態
は
ほ

ぼ
共
通
し
て
い
る
。
な
お
、
6
は
何
故

か
点
を
か
け
た
形
跡
が
全
く
な
く
、
清
書

本
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
6
と
ー
に
は
秀
吟
抜
葦
が
な
い
。

さ
て
、
図
⑲
は
ー
と
2
の
第

一
丁

の
表
で
あ
る
。
こ
の
図
か
ら
も
見
当
が

つ
く

と
思
う
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
寄
句
清
書
の
筆
蹟
は
全

一
四
冊
す
べ
て
同

一
で
、

一
人
の
人
物
が
全
冊
の
清
書
を
受
け
持

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の

筆
蹟
は
、其
胤
点
に
な
る
2
の
巻
末
の
秀
吟
清
書
部
の
筆
蹟
と

一
致
す
る
。
図
⑳
は

2
の
二
二
丁
裏
と
二
三
表
、寄
句
清
書

部
の
末
尾
と
秀
吟
清
書
部
の
冒
頭
で
あ
る
。

1

1
1f

一

ゐ

犀

4
多

4
マ

仁
染

.
〆
.ー

℃
ラ

こ
ウ
ゑ

ノ

!
孝

の
う
だ

韓

に

を
9

、廻

。
ぞ

饗

呉

堵
荘

画
か
講
ボ

孝

慰

》
-
、範
り
多
彦
髪

姥

簗

の
言

鯉

辱

～
鴇

書

歌

訂 頚三
」乾5σ

イ1、乳

1

一

諏
箋

㌘
、

2

五

イ
島

φ
τ

4

ー
∴

り

事
ン

の
千

〕

望
ラ

三
蓄

記

ミ

マ
　
　
う
に

童

多

～

讐

〃
ー
-㌔
包
彦

、
都

私

昂諺

凝
塾
継
蔭

・鑑

雛
羅

簸

ぜ
試
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左

右

同
筆

な

る

こ
と

、

お

わ

か

り

い

た

だ

け

る

で
あ

ろ

う
。

従

っ
て
、

こ

の
催

し

で
は

其

胤

が

清

書

役

を

つ
と

め
、

彼

が

一
人

で
同

内

容

の
清

書

本

を

一
四
冊

仕

立

て

て

い
た

と

知

ら

れ

る
。

ち

な

み

に
、

1

～

4

の
表

紙

の
興

行

名

書

き

入

れ

も
、

や

は

り

其

胤

の
手

に

な

る
。

な

お
、

一
四

冊

を

彼

此
対

校

し

て

み

る

に
、

寄

句

清

書

が

完

備

し

て

い

る

の

は

ー

・
6

・
11

・
12

・
14

の

五

冊

の

み

で
、

他

の
冊

は
数
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亭
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塵

2
軍

'看

・鞠

図20

ヘ

ロ

濡

そ

舟

急

躍

一

・

毫

φ

鐸

、

ム
y

、
吻

へ
て

轍

一

-

 章
の
書
き
落
と
し
が
あ
る
。
特
に
甚
し

い
の
が
2
と
7
で
、
2
に
は

一
〇
章
の
、

7
に
は
実
に
二
二
章
の
脱
落
が
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
清
書
句
の
並
び
も
全
冊
必

ず
し
も

一
定
せ
ず
、
混
乱
が
あ
る
。
こ
の
催
し
は

「夏
近
し
」
と
い
う
題
か
ら
す

れ
ば
三
月
、
あ
る
い
は
表
紙
の

「第

二
回
」
か
ら
見
る
と
二
月
と
も
考
え
ら
れ
る

の
だ
が
、
何
れ
に
せ
よ
臨
時
で
は
な
く

月
並
の
そ
れ
で
あ
る
。

日
限
に
追
わ
れ
な

が
ら
、
二
五
〇
章
近
い
寄
句
を
清
書
本

と
し
て

一
人
で

一
四
冊
も
仕
立
て
ね
ば
な

ら
な
か

っ
た
其
胤
の
苦
労
を
思
う
時
、
多
少
の
杜
撰
も
や
む
を
得
ま
い
と
い
う
感

じ
が
す
る
。

こ
の
発
句
合
の
興
行
の
実
態
に
つ
い
て
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
14
で
あ

る
。
高
子
点
の
こ
の
冊
は
寄
句
清
書
部
が
完
備
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、

こ
の
冊
は
点
者
高
子
の
句
を
除
き
全
て
の
句
に
点
が
か
け
て
あ
る
。
従

っ
て
、
他

の
冊
で
は
部
分
的
に
し
か
記
入
さ
れ
て
い
な
い
作
者
名
も
、
す
べ
て
書
き
入
れ
て

あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
興
行
の
規
模

・
興
行
圏

・

発
句
合
の
し
く
み
が
ほ
ぼ

明
ら
か
に
な
る
。
集
計
し
て
み
る
と
、
作
者
総
数
は
三
二
名
。
こ
の
う
ち
、
所
書

ほ
っ
ち

き

の
な

い
作

者

が

一
五
名

い
る

が
、
残

り

の

一
七
名

は

上
発

知

・
中

発

知

・
横
塚

・

ぬ
ま
す

く

や

ま
に
わ

北
校

・
沼
須

・
発
知
新
田

・
下
久
屋

・
真
庭
の
連
中
で
あ
る
。
う
ち
北
校
に
つ
い

て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
他
は
い
ず
れ
も
上
州
北
部
の
地
名
で
、
真
庭
は
現
群

馬
県
利
根
郡
、
残
り
は
す
べ
て
沼
田
市
に
属
す
る
。
半
数
近
く
を
占
め
る
所
書
き

の
な
い
連
中
は
、

「奈
良
漬
会
」
と
い
う
名
称
を
手
が
か
り
と
し
て
、
現
沼
田
市

奈
良
町

(旧
奈
良
村
)
の
連
中
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。
寄
句
数

・
作
者
数

・
興

行
圏
か
ら
見
て
、
現
沼
田
市
周
辺
に
限
ら
れ
た
ご
く
小
規
模
の
催
し
で
あ

っ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
寄
句
を
整
理
し
て
み
る
と
、
こ
の
催
し
で
は
四
題
に

よ
る
四
句
を

一
組
と
し
て
投
句
す
る
き
ま
り
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ほ

と
ん
ど
は
五
組
以
下
の
投
句
で
あ
る
が
、
春
窓
な
る
人
物
は
十

一
組
の
多
き
に
及

び
、
群
を
抜
い
て
い
る
。
ま
た
、
点
者
を

つ
と
め
る
其
胤

・
楽
酒

・
孤
仙

・
呑
洋

・

大
理
石

・
場
松

・
梅
風

・
梅
月

・
和
川

・
高
子
は
、
作
者
と
し
て
も
名
が
見
え
、

点
者
不
明
の
4

・
13
も
お
そ
ら
く
作
者
の
う
ち
の
誰
か
で
あ
ろ
う
。
各
点
帖
に
閲

す
る
に
、
14
の
高
子
の
例
の
よ
う
に
自
分
の
句
に
は
点
を
か
け
な
い
約
束
に
な

っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
作
者
と
し
て
登
場
し
て
こ
な
い
ー
の
点
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者
顕
志
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物

に
つ
い
て
は
二
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
冊
は
他
の
冊
に
較
べ
清
書
が
比
較
的

丁
寧
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
点
印
ら
し
い

点
印
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
の
人
物
の
み
宗
匠
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
専
門
の
点
者
で
あ

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
が

一
方
で
、
表
紙
に

「催
主
」

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
彼
も
連
中
の

一
人
で
、
月
番

の
催
主
で
あ

っ
た
た

め
に
句
を
寄
せ
て
い
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
そ
の
点
に
疑
問
は
残
る
が
、

何
れ
に
せ
よ
連
中
の
半
数
近
く
が
点
者
を

つ
と
め
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
月
並
発

句
合
が
点
者

・
清
書
等
輪
番
制
と
し
た

い
わ
ば

「集
評
」
形
式
に
よ
る
ご
く
う
ち

う
ち
の
慰
み
本
位
の
催
し
で
あ

っ
た
こ
と
は
論
を
挨
た
な
い
。
な
お
、
作
者
名
書

き
入
れ
の
筆
蹟
に
つ
い
て
触
れ

て
お
け
ば
、
其
胤
筆
と
思
わ
れ
る
の
は
10
と
14
だ

け
で
、
1

・
4

・
12

・
13
、
2

・
3

・
7

・
8

・
11
、
5

・
9
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

に
筆
蹟
が
異
な
る
。

つ
ま
り
、
清
書
役

の
其
胤
を
含
め
四
名
の
人
物
が
点
帖
の
仕

上
げ
に
関
わ

っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
、
こ
れ
ま
た
日
限

に
追
わ
れ
て
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

中
に

菜
の
花
に
海
は
東
郷
日
和
哉

秋
千
に
の
る
子
謂
ら
く
海
軍
ぢ

ゃ

と
い
う
よ
う
な
、
日
露
戦
争
の
日
本
海
海
戦
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
句
が
い
く

つ
か

あ
り
、
明
治
三
八
年
頃
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
奈
良
潰
会

の
点
帖
と

一
組
に
な
っ

て
い
た
資
料
と
し
て
、
明
治
三
三
年
奥

の
春
窓
筆

「所
河
原
入
湯
膝
栗
毛
」

一
冊
、

同
三
八
年
興
行
の
春
窓

・
松
嬰
両
吟
連
句

一
冊
、
同
三
九
年
興
行
の
春
窓

・
琴
遊

・

静
宇
三
吟
連
句
三
冊
、
年
代
不
明
の
春
窓

の
狂
歌
集

一
冊
が
あ
る
。
成
立
年
代
に

つ
い
て
の
推
測
を
裏
付
け
る
と
共
に
、
奈
良
漬
会
の

一
四
冊
の
点
帖
が
も
と
も
と

春
窓
の
手
許
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
事
実
で
も
あ
る
。
春
窓
が

一
四
冊
の
点
帖
を

保
持
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
が
、
投
句
数
が
多
い
割
に
彼
の

成
績
は
芳
し
く
な
く
、
1
と
6
を
除
く

一
二
冊
の
点
帖
巻
末
に
あ
げ
る
天
地
人
の

秀
吟
を
調
べ
て
み
て
も
、
4

・
9

・
10

・
14
に
人
、
11

・
13
に
地
と
出
る
の
み
で

天
は

一
つ
も
な
い
。
従

っ
て
、
春
窓
が
点
帖
を

一
括
保
持
し
て
い
た
理
由
は
先
の

『
大
乗
寺
奉
納
』
の

一
花
の
場
合
と
は
異
な
り
、
彼
が
奈
良
漬
会
の
世
話
人
格
か

何
か
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
場
合
も
う
ち

う
ち
の
催
し
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
点
帖
が
ま
と
ま

っ
て
残
る
大
き
な
要
因
で
あ

っ

た
と
言
え
よ
う
。

↑

以
上
、
幕
末

・
明
治
期
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
発
句
合
で
複
選
興
行
の
際
に
は
、
覗

一
で
見
た
回
覧
形
式
と
並
ん
で
、
清
書
所
が
同

一
内
容
の
清
書
本
を
宗
匠
の
数
だ

け
仕
立
て
る
と
い
う
筆
写
複
製
方
式
も
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
た
と
思
う
。

な
お
、
こ
の
稿
は
平
成
元
年

一
月
及
び
四
年
三
月
の
京
都
俳
文
学
研
究
会
例
会
に
於
け
る
研
究

発
表
を
も
と
に
、
そ
の
後
管
見
に
入
っ
た
資
料
を
加
え
て
成

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
資
料

の
蒐
集
に
つ
い
て
は
、
平
成
四
年
度
交
付

の
奈
良
大
学
特
別
研
究
費

に
よ
る
と
こ
ろ
が
多

い
。



永井:発 句合の手続 ぎ

CJntheProceedingsforHokku‐Awase

KazuakiNAGAI

一113-一


