
『
中
．
庸
　
姿
』
　
の
　
成
　
立

－
　
そ
の
　
俳
壇
史
的
意
義
　
－

い
わ
ゆ
る
談
林
俳
謂
史
上
、
最
も
大
き
な
話
題
と
反
響
を
俳
壇
に
投
じ
た
も

の
と
い
え
ば
、
西
鶴
の
幾
度
か
の
大
が
か
り
な
矢
数
俳
謁
の
興
行
を
別
に
す
れ

ば
、
菅
野
谷
高
政
編
の
『
讐
撃
閤
姿
』
（
延
宝
七
年
九
月
刊
）
を
先
ず
挙

げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
本
書
、
な
か
ん
ず
く
巻
頭
の
届
政
独
吟
百
韻
の
特
色
や
、
本
書
を
導

火
線
と
し
て
延
宝
七
・
八
年
の
上
方
俳
壇
を
湧
か
せ
た
論
戦
の
経
緯
や
俳
壇
事

情
、
さ
ら
に
は
そ
の
意
鞄
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
家
の
御
説
に
詳
し

い
。小

塙
で
は
、
主
と
し
て
『
中
庸
姿
』
を
生
む
に
至
る
ま
で
の
高
政
、
お
よ
び

そ
の
間
関
の
俳
壇
状
況
を
、
先
学
の
所
説
に
導
び
か
れ
な
が
ら
な
る
べ
く
て
い

ね
い
に
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
俳
壇
史
的
意
薄
と
い
っ
た
こ

と
に
触
れ
て
み
た
い
。

廷
宝
三
年
こ
ろ
江
戸
か
ら
京
へ
移
住
し
た
と
み
ら
れ
る
（
註
1
）
高
政
は
、

か
ね
て
共
感
と
敬
意
を
寄
せ
て
い
た
宗
因
　
（
廷
宝
三
年
七
月
刊
　
『
絵
合
』
参

照
）
に
、
遠
く
も
延
宝
五
年
の
更
に
は
、
親
し
く
指
導
を
受
け
る
機
会
を
得
た

（
五
年
七
月
刊
『
後
環
絵
合
千
百
韻
』
）
。

そ
し
て
翌
六
年
の
歳
旦
帳
に
は
「
誹
謂
惣
本
寺
」
な
る
問
題
の
寺
号
が
初
め

て
見
え
、
し
か
も
井
筒
屋
板
『
俳
謂
三
ツ
物
摘
』
に
よ
れ
ば
、
京
俳
壇
に
お
け

る
貞
門
の
元
老
た
る
西
武
（
こ
の
年
、
推
定
6
9
歳
）
・
梅
盛
（
6
0
歳
）
・
季
吟

（
箪
歳
）
ら
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
の
引
付
が
半
丁
な
い
し
一
丁
、
多
く
も
二

丁
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
高
政
と
似
船
（
安
静
門
）
の
二
人
の
み
が
四
丁
と
い
う

枯
外
の
大
冊
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
良
門
側
の
匿
名
氏
は
「
此
寺
号
を
≡
ツ
物
に
も
書
し

る
し
て
国
7
1
へ
ひ
ろ
め
、
り
ち
ぎ
な
る
田
舎
人
に
い
か
さ
ま
上
手
な
ら
ん
と

お
も
は
せ
、
初
心
の
こ
ゝ
ろ
を
く
ら
ま
し
て
点
料
を
ま
ね
か
ん
と
の
計
略
」

（
八
年
四
月
上
旬
刊
『
経
巻
』
）
だ
と
痛
罵
し
て
い
る
。
ま
た
似
船
に
つ
い
て

も
「
年
！
1
に
歳
旦
の
発
句
共
あ
ま
た
引
付
に
入
る
。
皆
門
弟
の
句
か
と
恩
へ

ば
、
さ
も
な
き
も
の
ゝ
句
を
も
是
非
〉
′
1
と
乞
試
て
か
き
入
る
事
、
板
行
料
を

軍
ら
ん
た
め
、
初
心
の
句
を
も
は
め
そ
や
し
て
寂
環
る
也
。
」
　
（
同
書
）
と
、

そ
の
内
情
を
暴
露
し
て
、
「
売
僧
の
わ
ざ
」
だ
と
灘
し
く
罵
っ
て
い
る
。
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宗
因
流
の
人
気
に
い
ち
早
く
便
乗
し
て
、
あ
く
ど
く
稼
ぐ
高
政
、
槻
紛
ら
の
自

家
宣
伝
ぶ
り
と
俳
壇
進
出
へ
の
野
心
が
、
は
っ
き
り
と
読
み
と
れ
る
事
実
で
あ

る
。な

お
高
政
が
惣
本
寺
を
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
五
年
七
月
刊
の
『
後
焉
桧
合
千
百
轟
』
に
は
「
落
下
住
　
菅
野
谷
高
政
農

之
」
と
奥
書
し
て
い
て
、
惣
本
寺
を
名
乗
っ
て
い
な
い
こ
と
よ
り
み
て
、
太
苔

の
成
っ
て
以
後
、
六
年
の
歳
旦
帽
を
出
す
ま
で
の
間
、
す
な
わ
ち
延
宝
五
年
の

後
半
の
半
歳
た
ら
ず
の
問
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
（
註
2
）
。

そ
の
動
機
に
つ
い
て
、
許
六
は
「
江
戸
談
林
に
対
し
て
、
洛
の
惣
本
寺
の
名

あ
り
」
　
（
歴
代
滑
稽
伝
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
〃
談
林
〃
よ
り
格
の

高
い
〃
惣
太
寺
〃
を
名
乗
る
ほ
ど
に
か
れ
の
野
心
が
ふ
く
ら
む
に
至
っ
た
延
宝

五
年
は
、
保
守
派
の
妊
城
た
る
こ
の
俳
壇
に
も
漸
く
新
風
の
波
が
浸
透
し
、
宗

因
流
転
向
派
の
撰
集
活
動
が
急
に
田
老
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
高
政
の
『
後

賃
綺
合
千
百
貴
』
の
ほ
か
、
自
悦
．
（
季
吟
門
）
　
が
　
『
釈
教
誹
詔
』
を
、
常
麺

（
季
吟
門
）
が
『
敵
請
』
お
よ
び
同
書
に
付
録
し
て
当
時
人
気
を
呼
ん
だ
『
蛇

之
助
五
首
露
．
』
を
、
ま
た
似
棺
が
『
隠
箕
・
隠
笠
』
・
を
あ
い
つ
い
で
世
に
問
う

た
。こ

の
年
、
旧
派
か
ら
は
梅
盛
が
付
合
用
語
辞
典
た
る
『
時
節
蔓
』
　
（
買
文
九

年
刊
『
便
船
啓
己
の
相
補
頓
）
を
出
し
た
の
と
、
延
宝
三
年
興
行
の
季
吟
父
子

の
三
吟
『
花
千
句
』
を
め
ぐ
る
批
言
応
酬
の
雷
『
同
人
奉
公
』
　
（
三
楽
）
　
と

『
大
長
刀
』
へ
水
雲
子
）
が
上
梓
さ
れ
た
だ
け
で
、
貞
門
流
の
作
風
を
具
体
化
し

た
新
た
な
作
品
賞
の
た
ぐ
い
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

以
後
、
延
宝
末
年
に
至
る
六
・
七
・
八
年
に
つ
い
て
も
、
論
戦
畜
以
外
で
は

わ
ず
か
に
柁
舟
（
入
年
六
月
、
7
9
歳
没
）
が
『
溜
池
十
歌
仙
』
　
『
江
戸
水
遺
』

（
六
年
）
　
『
名
取
川
』
．
（
八
年
）
を
出
版
し
て
独
り
気
力
を
元
し
、
他
に
梅
盛

が
『
遺
通
草
』
　
（
六
年
）
を
田
し
て
い
る
の
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
。
貞
門
の
論

客
随
流
（
西
武
門
）
が
、
廷
宝
七
年
の
十
二
月
に
成
っ
た
『
誹
訝
破
邪
顕
正
』

の
中
で
「
宗
因
／
＼
と
て
京
・
大
坂
・
江
戸
に
滞
り
、
今
既
に
日
本
国
に
流
布

し
、
大
形
此
凪
に
か
た
ぶ
き
ぬ
。
そ
れ
故
古
風
を
あ
ふ
ぐ
誹
討
士
、
当
風
に
吹

せ
め
ら
れ
て
、
片
角
に
目
ば
か
り
う
ご
く
や
う
に
見
え
侍
る
。
」
と
認
め
ざ
る

を
え
ず
、
「
さ
れ
ば
こ
の
比
、
何
者
か
仕
た
り
け
ん
、
『
当
風
の
す
た
り
物
、

隠
元
の
墨
蹟
・
員
徳
流
の
誹
謡
・
鎌
倉
団
右
衛
門
』
と
か
げ
り
4
」
と
述
べ
て

欺
い
て
い
る
ご
と
き
状
況
は
、
貢
俳
壇
で
は
延
宝
五
年
か
ら
顕
著
と
な
り
、
全

国
的
に
六
・
七
年
の
問
に
頂
点
に
達
し
た
と
み
ら
れ
る
。

〓

こ
う
し
た
宗
田
流
風
露
の
祖
勢
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
高
政
の
活
動
も
こ
の

数
年
間
に
き
わ
だ
っ
て
活
恐
さ
を
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
六
年
の
三
月
一
日
に

ヽ

　

ヽ

は
、
わ
ざ
わ
ざ
大
阪
か
ら
新
風
の
総
帥
た
る
宗
因
を
自
邸
に
招
い
て
「
疇
何
脅

誹
詔
」
百
親
一
巻
を
興
行
し
て
い
る
（
註
3
）
。
こ
れ
に
は
、
『
後
環
校
合
千

百
百
』
　
（
五
年
七
月
刊
）
の
前
後
か
ら
高
政
た
親
近
し
て
い
る
季
吟
門
預
の
友

静
・
如
風
・
江
雲
（
葎
宿
）
ら
の
地
元
の
通
衆
の
ほ
か
に
、
・
大
阪
か
ら
惟
中

が
宗
因
に
伴
な
わ
れ
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
を
ひ
く
。
惟
中
が
『
破
邪

顕
正
返
答
』
　
（
延
宝
八
年
二
月
刊
）
で
「
去
年
の
い
つ
に
か
有
け
ん
、
か
の
高

政
が
宅
へ
、
梅
翁
老
師
に
、
京
那
波
江
雲
、
予
相
随
ひ
て
一
札
参
会
し
、
百
誹

の
席
を
終
り
、
高
政
か
文
才
の
ほ
ど
も
、
俳
記
の
位
も
よ
く
知
た
る
也
。
」
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
三
月
一
日
の
百
m
を
さ
す
も
の
と
思
う
。

惟
中
は
三
月
の
こ
の
上
阪
・
上
京
の
直
後
、
初
夏
の
こ
ろ
に
（
註
4
）
、
周
知
の

ど
と
く
「
梅
翁
師
の
事
大
老
に
な
ら
れ
L
に
よ
り
、
此
送
の
事
は
跡
目
に
た
の

ま
れ
て
」
と
偽
り
触
れ
て
備
前
岡
山
を
ひ
き
払
い
　
（
八
年
四
月
刊
　
『
備
前
海

111



月
』
）
、
大
阪
に
倍
を
移
し
て
い
る
。
宗
田
の
「
跡
目
」
た
ら
ん
と
す
る
野
心

を
抱
い
て
、
宗
因
の
膝
下
大
阪
に
転
置
す
る
こ
と
を
l
酢
中
が
い
つ
決
意
し
た
か

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
実
力
に
比
し
て
過
分
な
高
政
の
人
気
の
ほ
ど
や
、
そ
の

野
心
的
活
動
ぶ
り
を
市
長
に
見
聞
す
る
機
会
を
も
っ
た
こ
と
は
、
椎
中
の
野
心

と
決
意
を
促
が
す
一
つ
の
刺
戯
剤
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヽ

　

ヽ

高
政
は
同
じ
く
一
二
月
に
、
歪
良
の
月
松
軒
紀
子
に
乞
わ
れ
て
『
大
矢
数
千
八

百
勃
』
　
（
六
年
五
月
刊
）
　
に
加
点
、
さ
ら
に
序
文
を
贈
っ
て
い
る
。
前
年
の
九

月
に
奈
良
の
極
楽
院
で
催
し
た
と
い
う
紀
子
の
大
矢
激
が
、
同
じ
年
の
五
月
に

ヽ

　

ヽ

西
机
が
大
阪
水
覚
寺
で
興
行
し
た
一
日
一
夜
千
六
百
句
独
吟
（
『
西
鶴
俳
諮
大

句
数
』
）
　
に
挑
戦
し
て
挙
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
市
政
の
序
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
高
政
は
表
面
的
に
は
紀
子
の
大
矢
数
興
行
の
動
機
を
、
紀
子
に
代

っ
て
紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
い
ま
わ
し
方
に
も
う
か

が
え
る
よ
う
に
、
高
政
自
身
の
西
鶴
に
対
す
る
対
抗
意
識
の
反
映
し
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

西
鶴
は
「
惣
て
此
遠
さ
か
ん
に
な
り
、
東
西
南
北
に
弘
る
事
、
自
由
に
も
と

づ
く
誹
訳
の
姿
を
我
仕
は
じ
め
し
己
来
也
。
」
　
（
九
年
四
月
刊
『
大
矢
数
』
自

炊
）
と
、
わ
れ
こ
そ
今
日
の
ご
と
き
盛
況
を
も
た
ら
し
た
新
風
運
動
の
点
火
役

を
勤
め
た
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
強
調
し
て
い
る
。
事
実
『
生
三
万
句
』
　
（
寛

文
十
三
年
貴
行
）
以
来
、
宗
因
流
推
進
の
牽
引
卓
的
役
割
り
を
は
た
し
て
き
た

の
が
酉
酌
で
あ
っ
た
。
そ
の
西
鶴
に
し
て
み
れ
ば
、
高
政
の
侮
斑
的
言
辞
は
い

か
に
も
臍
班
無
礼
で
、
憤
り
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
七
年

三
月
二
十
二
日
付
の
尾
張
の
知
足
宛
て
章
憶
で
、
紀
子
の
千
六
百
持
興
行
が
実

は
「
矢
数
俳
謂
」
で
は
な
く
「
作
り
物
」
で
あ
る
こ
と
を
鼻
露
し
、
「
内
証
存

な
が
ら
高
政
が
点
、
お
か
し
く
族
。
」
と
非
難
し
、
ま
た
同
じ
七
年
三
月
三
千

凪
興
行
の
三
千
句
独
吟
『
仙
台
大
矢
数
』
　
（
七
年
八
月
刊
）
の
陵
文
で
、
「
訳

に
不
都
合
の
達
者
だ
て
、
誰
か
其
巻
に
点
を
つ
け
た
り
し
、
京
郡
惣
本
等
市
政

こ
そ
同
じ
心
入
お
ろ
か
な
る
作
者
也
。
中
三
尚
政
な
ど
の
ロ
拍
子
に
て
は
、
大

俳
詔
は
及
ぶ
事
に
あ
ら
ず
。
」
と
活
用
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
新
風
運
動
の
第
一
人
者
阿
悶
陀
西
鶴
に
対
抗
意
識
を
抱
く
ほ
ど

に
、
こ
の
こ
ろ
高
政
の
俳
壇
的
野
心
と
自
負
は
一
段
と
膨
張
し
て
き
た
こ
と
を

ヽ

　

ヽ

元
す
も
の
と
思
う
。
ま
た
い
か
な
る
つ
て
に
よ
る
も
の
か
具
体
的
事
情
は
不
調

で
あ
る
が
、
奈
艮
の
紀
子
か
ら
、
し
か
も
西
鶴
に
挑
戦
し
て
成
っ
た
千
八
百
韻

も
の
大
作
に
加
点
の
依
和
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
高
政
の
俳
壇
的

人
気
と
地
位
の
ほ
ど
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
六
年
の
貫
に
は
、
宗
田
に
所
望
し
て
、
例
の

（
イ
・
Ⅶ
）

す
ゑ
し
げ
れ
も
り
た
け
流
の
惣
木
等

な
る
発
句
を
贈
ら
れ
て
、
得
意
絶
頂
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
句
は
随

流
の
い
う
よ
う
に
　
「
大
坂
宗
田
を
高
政
宅
へ
笥
じ
、
一
会
有
し
」
　
（
破
邪
顕

正
）
さ
い
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
大
阪
か
ら
発
句
だ
け
を
求
め
に
応
じ
て
耗
送

し
た
も
の
か
（
惟
中
「
破
邪
国
正
返
答
」
）
疑
問
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

彼
の
ば
あ
い
は
、
宗
田
を
恩
義
す
る
純
粋
な
熱
意
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
だ
け
で

は
す
ま
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
野
間
光
辰
氏
も
す
で
に
説
い
て
お
ら
れ
る
ご
と

く
、
「
一
派
の
努
力
の
拡
張
と
宣
伝
の
た
め
」
（
註
5
）
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

じ
じ
っ
随
流
に
よ
れ
ば
、
宗
因
が
右
の
発
句
を
「
挨
拶
仕
た
り
と
て
、
共
よ

ヽり
い
よ
7
1
同
類
雲
霞
の
ご
と
く
あ
っ
ま
」
　
（
破
邪
顕
正
）
る
よ
う
に
な
っ

ヽ

　

ヽ

た
と
い
う
。
例
え
ば
同
じ
く
六
年
の
秋
に
は
、
筑
前
志
賀
畠
の
西
海
　
（
宗
因

門
）
　
が
上
阪
し
て
き
て
、
大
阪
を
中
心
に
京
・
阪
・
堺
の
宗
因
流
の
俳
士
達

（
十
名
）
を
訪
ね
て
歌
仙
の
両
吟
興
行
を
乞
い
歩
い
た
（
西
鶴
序
『
大
硯
』
）
が
、

京
で
は
た
だ
一
人
高
政
の
門
を
叩
い
て
い
る
（
大
阪
・
堺
の
ほ
か
で
は
伏
見
の
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任
口
、
淀
の
三
ケ
と
の
両
吟
が
あ
る
）
。

ま
た
屋
張
鳴
海
の
知
足
は
、
既
述
の
ど
と
く
『
紀
子
大
矢
数
』
に
関
し
て
酉

釣
か
ら
高
政
の
陰
口
を
聞
か
さ
れ
（
七
年
三
月
二
十
二
日
付
、
西
鶴
琶
闇
）
て

い
な
が
ら
、
そ
の
数
か
月
後
に
有
島
入
湯
の
帰
途
、
大
阪
に
西
鶴
を
訪
ね
て

（
七
月
十
日
）
俳
詔
を
興
行
し
た
甫
後
、
高
政
事
を
も
訪
問
し
て
（
同
月
十
三

巳
）
会
吟
し
て
い
る
（
知
足
斎
日
日
記
）
　
へ
註
6
）
。

知
足
は
ま
た
こ
の
旅
か
ら
帰
国
　
（
七
月
十
九
日
）
し
て
間
も
な
く
編
ん
だ

最
鵠
喚
覧
』
（
八
月
自
序
）
で
「
去
年
新
し
く
仕
立
し
三
ツ
物
も
、
。

と
し
は
あ
か
つ
き
古
め
か
し
く
、
き
の
ふ
は
け
ふ
に
香
る
時
の
花
を
窺
見
ん

と
」
し
て
、
西
鶴
・
保
友
・
幽
山
・
松
意
・
常
短
ら
と
共
に
高
政
に
も
合
点
を

乞
う
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

な
お
『
中
棉
姿
』
　
（
七
年
九
月
刊
）
に
は
、
出
羽
尾
花
沢
の
清
風
が
独
吟
歌

仙
一
巻
（
発
句
の
卒
は
、
冬
。
六
年
冬
の
作
か
。
）
を
寄
せ
て
い
る
（
そ
の
他
、

堕
前
丸
岡
の
机
一
と
高
政
と
の
両
吟
一
巻
も
入
境
す
る
）
な
ど
、
延
宝
六
・
七

年
の
こ
ろ
に
は
、
地
方
の
好
き
者
た
ち
の
問
に
も
、
京
に
お
け
る
新
風
の
代
表

的
点
者
と
し
て
名
を
抗
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
し
て
地
元
の
京
都
で
は
、
褒
臣
は
と
も
か
く
、
高
政
は
今
や
新
原
の
第
一

人
者
と
日
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
随
流
如
▼
　
『
破
邪
損

正
』
　
（
七
月
十
二
月
刊
）
に
伝
え
る
次
の
話
は
、
ど
こ
ま
で
正
確
で
、
ま
た
ど

の
部
分
が
竃
政
の
捏
造
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
こ
に
権
威
を
ぬ
け
め
な

く
利
用
す
る
高
政
の
売
名
癖
を
見
う
る
と
同
時
に
、
俳
壇
の
外
で
話
題
に
の
ぼ

る
ま
で
に
名
声
を
得
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
延
宝
六
年
（
冬
）

の
こ
と
、さ

る
院
参
の
田
方
よ
り
、
高
政
は
誹
詔
の
名
人
と
き
こ
し
め
し
及
れ
た

り
。
「
百
釣
つ
か
ふ
ま
つ
り
て
掛
目
に
か
け
よ
。
」
と
院
宣
を
か
う
ぶ
り
、

『
恋
の
百
駒
』
を
奉
り
け
れ
ば
、
緻
感
以
甚
し
く
、
相
次
も
あ
ら
ば
法
眼

に
な
し
下
さ
れ
ん
と
の
宣
旨
也
と
て
、
旧
冬
弟
子
共
に
ふ
れ
な
か
し
、

早
く
も
聾
七
年
の
歳
旦
三
つ
物
に
、
い
か
に
も
す
で
に
法
眼
を
許
さ
れ
た
か
の

ど
と
く
「
冥
加
に
か
な
ふ
事
あ
り
て
」
と
詞
書
き
し
て
、

芝
霞
望
も
う
ぐ
ひ
す
四
方
に
け
さ
撒
本
管
政

目
な
れ
ぬ
燕
屋
あ
ら
玉
の
年
　
　
　
　
　
　
正
長

な
る
歳
旦
吟
を
掲
げ
て
板
行
し
た
、
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
俳
壇
の
内
部
で
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
新
風
に
共
鳴
す
る
者
た

ち
が
高
政
の
門
前
に
蛸
莞
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。
稚

舟
が
『
誹
討
儲
返
』
　
（
七
年
冬
刊
）
で
「
此
総
本
寺
は
い
ま
だ
初
学
の
者
総
て

族
が
、
御
覧
候
と
と
く
此
あ
た
り
は
た
る
い
大
馬
鹿
・
赤
ば
か
と
て
、
末
寺
々

々
の
お
は
け
れ
ば
、
問
／
＼
の
道
す
が
ら
三
足
飛
す
る
小
憎
め
ら
、
高
政
師
と

し
た
ひ
通
ひ
ぬ
。
下
女
や
は
だ
し
の
老
迄
も
、
う
ち
は
き
掃
除
に
な
り
さ
け

ぶ
。
」
と
罵
り
、
随
流
が
「
信
徳
・
友
静
・
如
来
な
ど
云
者
は
、
随
分
良
徳

流
の
正
道
を
好
み
て
、
一
方
の
誹
諸
大
将
と
も
成
べ
き
舘
蓋
な
り
し
か
、
か
れ

ら
も
皆
惣
茶
寺
の
末
寺
と
な
り
て
、
高
政
和
餌
に
相
し
た
が
ふ
」
　
（
七
年
十
二

月
刊
q
破
邪
昭
止
』
）
と
敷
い
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
春
宵
は
、
こ

の
よ
う
な
貞
門
側
の
批
難
を
点
者
同
志
の
摺
客
争
い
と
見
な
し
て
、
「
む
か
し

よ
り
此
所
に
点
者
ど
も
余
た
あ
り
L
が
、
今
流
に
打
ま
け
、
点
料
の
巻
ど
も
を

高
政
に
ま
く
り
と
ら
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
友
静
・
如
風
な
ど
は
季
吟
・
糊
春
が
旦

那
殿
と
も
あ
ふ
ぎ
ぬ
る
門
弟
成
し
が
、
今
当
誹
に
か
た
ぶ
く
事
云
々
」
と
か
、

「
痛
は
し
や
。
い
づ
れ
も
昔
は
出
か
ね
を
な
ら
し
ゝ
人
な
れ
ど
も
、
今
は
門
口

草
村
と
な
っ
て
、
点
料
点
と
り
足
ぶ
み
も
せ
ず
。
あ
ら
痛
は
し
や
侯
。
」
　
（
八

年
二
月
上
旬
奥
『
誹
謂
頼
政
』
）
と
、
旧
吾
の
宗
匠
た
ち
を
㌶
骨
に
抑
諭
し
て

い
る
。
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ヽ

　

ヽ

そ
の
春
澄
（
も
と
繹
舟
門
）
自
身
、
む
ろ
ん
新
凪
に
心
酔
し
て
い
て
、
『
中

庸
姿
』
に
は
、
お
そ
ら
く
は
延
宝
六
年
の
冬
興
行
の
も
の
と
思
わ
れ
る
春
澄

（
こ
の
年
2
6
歳
）
主
催
の
高
政
と
の
両
吟
百
韻
が
見
え
る
。
も
し
こ
の
両
吟
百

討
が
六
年
冬
の
興
行
に
ま
ち
が
い
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
は
こ
の
年
の
秋
江
戸
に

下
向
し
て
、
風
虎
・
露
清
父
子
の
サ
ロ
ン
に
つ
な
が
っ
て
江
戸
俳
壇
の
新
風
派

の
中
心
勢
力
と
な
っ
て
い
た
幽
山
・
言
水
（
2
9
歳
）
．
・
似
春
・
桃
青
（
3
5
歳
）

ら
と
『
江
戸
十
歌
仙
』
　
（
六
年
十
一
月
中
旬
刊
）
　
の
交
歓
を
お
え
て
帰
京
し
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
。

六
年
の
惣
本
寺
歳
旦
引
付
に
は
ま
だ
田
句
し
て
い
な
か
っ
た
呑
樫
が
、
八
年

の
高
政
歳
旦
恨
（
井
筒
屋
板
『
元
旦
発
句
』
）
　
（
註
7
）
　
に
参
加
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
同
年
二
月
上
旬
に
は
前
記
の
ご
と
く
『
誹
謂
頼
政
』
を
著
し
て
、
旧

（手）

師
錐
舟
の
『
閉
域
』
一
七
月
冬
刊
）
を
駁
髪
、
「
古
流
の
つ
ぶ
し
て
我
也
」

と
名
乗
っ
て
、
高
政
を
擁
護
す
る
挙
に
出
て
い
る
な
ど
、
少
く
も
六
年
の
後
半

か
ら
七
・
八
年
に
か
け
て
は
、
惣
本
寺
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。ま

た
随
流
が
、
か
つ
て
は
「
随
分
貞
徳
流
の
正
道
を
好
み
て
、
一
方
の
誹
記

大
将
と
も
成
べ
き
㌍
丑
」
の
倍
徳
・
友
静
・
如
兵
ら
が
「
皆
惣
本
寺
の
末
寺
と

な
り
て
、
高
政
和
筒
に
相
し
た
が
ふ
」
（
破
邪
顕
正
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、

ヽ

　

ヽ

延
宝
七
年
の
春
輿
行
か
と
推
測
さ
れ
る
倍
徳
（
竹
犬
と
も
。
も
と
梅
盛
門
。
こ

の
年
4
7
歳
）
主
催
の
五
吟
歌
仙
が
、
『
中
盾
姿
』
の
巻
軸
に
収
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
も
証
せ
ら
れ
る
。

聞
知
の
よ
う
に
信
徳
は
、
先
に
延
宝
五
年
の
冬
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
江
戸

に
滞
在
、
桃
青
・
信
責
（
嘉
望
）
と
『
畢
戸
三
吟
』
　
（
『
桃
青
三
百
揖
』
）
を

興
行
板
行
し
た
が
、
受
b
に
同
じ
年
の
冬
か
ら
翌
七
年
春
に
か
け
て
千
春
（
維

将
門
）
と
再
び
江
戸
に
下
り
、
六
年
秋
兼
下
の
春
澄
（
江
戸
十
歌
仙
）
同
様
に

露
清
、
貢
徳
・
如
流
、
お
よ
び
幽
山
、
桃
青
・
言
水
ら
内
蕗
文
学
圏
の
諸
家
と

風
交
を
決
め
て
い
る
（
千
春
編
『
仮
舞
台
』
）
。

そ
の
帰
京
直
後
の
興
行
か
と
思
わ
れ
る
『
中
庸
姿
』
巻
末
所
収
の
五
吟
歌
仙

ヽ

　

ヽ

は
、
高
政
を
宗
匠
に
仰
ぎ
、
『
拾
税
軒
郡
懐
番
』
　
（
延
宝
七
年
冬
、
お
よ
び
八

年
春
興
行
）
　
『
七
百
五
十
韻
』
　
（
天
和
元
年
一
月
刊
）
　
『
一
橋
』
　
（
清
風
編
。

貞
享
三
年
九
月
序
）
　
『
三
月
物
』
　
（
貞
享
四
年
九
月
刊
）
等
で
も
同
席
し
て
い

て
、
少
く
と
も
延
宝
末
か
ら
天
和
・
貞
享
に
か
け
て
信
徳
と
親
交
あ
り
、
か
つ
、

ヽ

　

ヽ

も
と
同
門
で
も
あ
る
如
兵
（
梅
盛
門
。
こ
の
年
3
6
歳
）
。
お
よ
び
『
京
三
吟
』

（
延
宝
六
年
七
月
下
旬
刊
）
の
ほ
か
、
延
宝
入
・
天
和
三
年
の
信
徳
歳
旦
膜
に

政
宇
ら
と
田
句
。
そ
の
他
七
百
五
十
祝
・
一
橋
・
三
月
物
な
ど
に
同
塵
し
て
い

て
、
あ
る
い
は
信
徳
の
門
人
か
と
い
わ
れ
る
（
琵
8
）
仙
庵
。
さ
ら
に
『
綺
合
』

（
延
宝
三
）
に
発
句
入
索
、
六
年
の
高
政
歳
旦
三
つ
物
に
田
句
、
八
年
の
『
是

天
遺
』
の
追
加
に
両
吟
百
祝
の
柏
手
を
つ
と
め
、
さ
ら
に
九
年
三
月
序
の
『
ほ

の
ん
＼
立
』
で
高
政
・
秋
風
と
の
三
吟
連
句
八
巻
に
加
わ
る
な
ど
、
こ
の
こ
ろ

ヽ

　

ヽ

事
実
上
高
政
に
随
従
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
罠
之
（
2
9
歳
。
『
郡
家
大
帝
図
』

に
は
酋
武
門
と
す
る
。
晩
年
は
前
句
付
の
点
業
を
専
ら
と
し
た
（
註
9
）
。
元

禄
十
三
年
黎
）
が
参
加
し
て
い
る
。

≡

い
わ
ゆ
る
ク
天
和
調
〃
と
い
わ
れ
る
次
期
流
行
の
俳
風
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る

信
徳
や
春
澄
ら
が
、
同
じ
く
次
代
の
酎
者
と
な
る
江
戸
俳
壇
の
似
春
・
桃
育
・

言
水
ら
と
積
極
的
な
交
流
を
は
か
る
一
方
で
、
同
時
に
、
一
般
に
異
体
・
放
喝

を
も
っ
て
知
ら
れ
る
ク
半
天
連
社
〃
高
政
の
門
に
出
入
し
て
い
る
事
実
は
、
一

見
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
実
は
何
ら
不
審
と
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
少
く
も
延
宝
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七
年
（
前
半
）
ま
で
の
時
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る
談
林
派
の
問
に
は
、
師
系
や
派

閥
あ
る
い
は
地
域
を
越
え
て
、
宗
困
流
に
参
ず
る
同
志
と
い
う
、
あ
え
て
い
え

ば
連
帯
感
と
い
っ
た
も
の
が
、
な
お
保
持
さ
れ
て
い
た
と
脛
測
さ
れ
る
。
例
え

ヽ

　

ヽ

ば
江
戸
談
林
派
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
名
を
馳
せ
た
田
代
桧
意
が
、
延
宝
六
年
の

（

鯵

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，

，

，

，

，

，

、

、

、

秋
「
俳
訝
執
行
の
た
め
と
て
、
は
る
ム
1
の
ぼ
り
て
、
京
都
の
作
者
に
残
ら
ず

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

、

　

　

、

、

参
加
し
」
　
（
西
鶴
名
残
の
友
）
た
が
、
そ
の
一
日
を
江
雲
亭
で
西
鶴
と
三
吟
三

百
嵩
（
虎
漢
の
桔
）
を
催
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
秋
、
西
鶴
は
稚
中
と
両
吟
秋

千
句
の
興
行
を
企
て
て
い
る
（
太
郎
五
百
翫
）
　
（
註
1
0
）
。
し
か
し
て
翌
七
年

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

三
月
に
は
、
西
鶴
は
知
足
宛
て
書
簡
で
「
今
こ
そ
江
戸
も
京
も
、
私
の
ぞ
み
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

俳
詔
に
仕
印
供
。
是
神
力
と
よ
ろ
こ
び
印
供
。
」
　
と
述
べ
て
い
る
。
「
日
本

に
毎
翁
其
枝
の
梅
」
　
（
七
年
四
月
、
西
国
撰
『
見
花
数
等
』
）
と
宗
因
の
嫡
流

を
以
っ
て
任
ず
る
酉
酌
の
目
に
、
当
時
点
の
全
国
の
俳
壇
状
況
は
き
わ
め
て
満

足
す
べ
き
も
の
と
映
っ
て
い
た
こ
と
で
も
、
う
な
ず
け
よ
う
。

ま
た
同
じ
く
七
年
の
秋
に
は
、
江
戸
の
四
友
が
似
春
・
芭
蕉
の
見
送
り
を
受

け
て
（
『
芝
看
蔓
』
1
1
『
一
票
集
』
他
所
収
三
吟
二
百
散
）
上
洛
、
つ
づ
い

ヽ

　

ヽ

て
冬
に
は
似
春
も
上
洛
．
翌
春
に
か
け
て
京
阪
の
師
友
と
交
歓
を
と
げ
て
い
る
。

そ
の
似
春
は
、
か
つ
て
住
ん
で
い
た
大
阪
で
は
、
十
一
月
七
日
、
冒
恕
亭
で
梅

翁
・
保
友
・
西
鶴
・
惟
中
、
益
翁
ら
大
阪
俳
壇
新
風
派
の
l
況
ど
こ
ろ
総
出
の

欲
迎
を
受
け
て
い
る
（
七
年
十
二
月
自
序
『
わ
た
し
槍
』
）
。

一
方
、
翌
月
の
十
二
月
十
三
日
に
は
京
に
あ
っ
て
、
旧
師
季
吟
・
湖
春
・
正

立
父
子
を
迎
え
、
友
静
・
順
也
・
如
風
・
春
置
・
信
徳
ら
の
参
加
も
得
て
百
韻

を
興
行
。
ま
た
同
月
廿
三
日
に
は
如
風
主
催
の
も
と
に
、
渦
春
お
よ
び
如
泉
・

信
徳
・
春
彊
・
友
静
の
ほ
か
高
政
を
も
加
え
て
の
世
吾
興
行
に
参
加
。
さ
ら
に

翼
廿
に
は
、
不
澄
主
催
、
常
駈
・
悪
政
を
も
加
え
た
湖
春
・
如
風
・
如
兵
・
信

琴
ら
と
の
百
出
興
行
に
招
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
拾
塘
軒
都
債
再
）
。
ま
た

同
じ
こ
ろ
の
二
月
に
、
折
か
ら
上
洛
中
の
宗
因
を
某
事
に
四
茨
と
と
も
に
訪
ね
、

三
吟
『
山
の
琉
千
句
』
　
（
八
年
六
月
刊
）
の
大
作
の
指
導
も
老
師
（
関
歳
）
か

ら
得
て
い
る
（
西
岸
専
任
ロ
に
序
を
乞
う
て
い
渇
。
）

す
な
わ
ち
概
括
的
に
い
え
ば
、
な
お
こ
の
時
点
で
は
西
鶴
・
惟
中
・
高
政
・

枚
挙
皇
ボ
因
流
の
野
心
的
m
手
た
ち
相
互
の
問
の
対
立
・
反
目
も
表
面
化
し
て

い
な
い
し
、
次
期
俳
風
の
主
流
派
と
な
る
信
徳
・
春
澄
や
似
春
・
言
水
ら
の
季

吟
・
湖
寄
託
グ
ル
ー
プ
と
高
政
、
ま
た
宗
因
膝
下
の
大
阪
俳
壇
の
諸
家
な
ど
の

問
に
も
、
隔
意
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
．

「
こ
れ
よ
り
先
、
三
た
び
句
楯
を
顕
わ
し
、
三
度
風
鉢
を
か
へ
て
、
三
た
び

古
し
」
と
新
し
み
を
求
め
て
や
ま
ぬ
気
概
に
談
林
超
克
の
意
志
を
認
め
て
、
史

的
意
葬
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
『
東
日
記
』
　
（
九
年
六
月
中
旬
成
）
に
、
言

ヽ

　

ヽ

水
が
友
静
に
乞
う
て
巻
い
た
両
吟
哉
仙
l
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
興
行
の
年

時
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
延
宝
七
年
な
い
し
お
そ
く
と
も
八
年
（
買
）

の
作
で
あ
ろ
う
。
そ
の
友
静
の
発
句
に
「
宗
祇
の
蚊
帳
」
な
ら
ぬ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

夫
は
そ
れ
宗
因
の
紙
幌
難
波
風

と
あ
る
の
は
興
味
を
ひ
く
。
友
静
は
次
期
の
新
風
流
行
期
に
も
、
信
徳
ら
に
伍

し
て
『
み
な
し
頸
』
　
（
天
和
三
）
・
『
露
債
己
　
（
良
享
元
）
・
『
〓
倭
舐
』
・

『
稲
竃
』
　
（
良
享
二
）
な
ど
に
入
葉
、
『
一
橋
』
　
（
民
事
ニ
）
に
序
を
贈
る
な

ど
兵
事
の
こ
ろ
ま
で
は
、
天
和
調
の
主
流
派
の
一
方
の
雄
と
し
て
よ
く
活
隠
し

て
い
る
。
そ
の
友
静
が
言
水
と
の
両
吟
歌
仙
興
行
（
克
日
記
）
の
時
点
で
、
な

お
宗
因
（
流
）
　
へ
の
思
慕
を
高
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
今
世
上
に
英
名
高
ふ
し
て
、
お
そ
ら
く
后
を
な
ら
ぶ
る
人
も
な
き
宗

因
」
　
（
八
年
三
月
奥
『
綾
巻
』
）
に
い
ち
早
く
近
づ
き
、
京
俳
壇
の
宗
因
流
の

中
で
は
常
短
よ
り
も
似
槍
よ
り
も
自
悦
よ
り
も
、
宗
因
と
直
接
に
繋
が
る
こ
と

で
、
宗
因
の
人
気
に
そ
の
ま
ま
便
乗
で
き
た
の
が
高
政
で
あ
っ
た
。
一
部
の
職
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業
俳
士
の
あ
い
だ
で
は
と
も
か
く
、
一
般
の
宗
因
洗
愛
好
者
に
と
っ
て
は
、
従

前
ど
の
ブ
ル
ー
プ
に
掃
し
て
い
よ
う
と
、
当
時
人
気
第
一
の
高
政
に
按
近
を
は

か
り
こ
そ
す
れ
、
特
に
背
を
向
け
る
理
由
は
こ
の
時
点
で
は
、
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

四

「
友
静
・
如
風
な
ど
は
、
季
吟
・
湖
春
が
旦
那
殿
と
も
あ
ふ
ぎ
ぬ
る
門
弟
成

し
が
、
今
当
誹
に
か
た
ぶ
く
」
（
八
年
二
月
上
旬
奥
『
頼
政
』
）
と
あ
る
と
お
り

玄
静
は
殊
に
買
文
年
中
に
は
椒
春
ら
と
共
に
季
吟
・
湖
春
父
子
に
親
焚
し
て
い

た
　
（
延
宝
四
年
刊
『
季
吟
廿
会
葉
』
他
）
。
し
か
し
延
宝
に
入
っ
て
か
ら
は
、

早
く
高
教
の
『
絵
合
』
　
（
三
年
刊
）
に
発
句
入
栗
を
初
め
と
し
て
、
『
後
薫
絵

合
千
百
毒
』
　
（
五
年
刊
）
に
は
、
大
阪
の
古
老
保
友
を
初
め
地
元
か
ら
は
高
政

・
如
凪
ら
を
迎
え
て
催
し
た
七
吟
百
甜
一
巻
が
入
棺
㌢
翌
六
年
の
惣
本
寺
叢
且

帳
に
は
、
や
は
り
如
風
ら
と
田
句
。
ま
た
同
年
三
月
一
日
の
宗
田
を
迎
え
て
の

高
政
主
催
の
百
出
に
如
風
ら
と
出
膵
。
ま
た
七
年
暮
れ
に
江
戸
の
似
啓
を
迎
え

て
如
風
が
催
し
た
四
十
四
に
も
高
政
ら
と
と
も
に
一
厘
し
て
い
る
（
拾
穏
軒
都

債
昏
）
。
さ
ら
に
丑
八
年
の
高
政
の
歳
旦
時
に
も
、
如
風
と
一
括
に
出
句
し
て

い
る
。

ヽ

　

ヽ

な
お
、
こ
の
よ
う
に
茨
静
と
栗
し
い
如
風
は
、
『
誹
家
大
売
国
』
に
は
、
如

雲
（
天
和
四
年
刊
『
五
百
揖
三
者
仙
豊
皆
を
編
む
）
と
と
も
に
如
兵
の
門

人
と
し
て
い
る
が
、
高
政
に
乞
う
て
巻
い
た
両
吟
歌
仙
一
巻
が
『
中
庸
姿
』
に

挙
ら
れ
て
い
る
。
な
お
信
徳
・
春
澄
ら
の
『
七
百
五
十
窺
』
　
（
九
年
一
月
刊
）

の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。

随
流
に
　
「
古
風
を
い
ま
だ
す
て
ず
、
田
を
喰
し
ぼ
り
て
堪
忍
す
れ
ど
も
、

門
轟
よ
り
云
く
さ
す
故
、
こ
ら
へ
か
ね
て
邪
道
へ
片
あ
し
さ
し
入
る
宗
匠
も
あ

ヽ

　

ヽ

り
。
」
　
（
破
邪
班
正
）
と
評
さ
れ
て
い
る
の
が
、
実
は
季
吟
で
あ
り
、
さ
ら
に

湖
春
・
正
立
の
「
子
共
二
人
は
、
先
立
て
引
お
と
さ
れ
、
か
の
太
敢
誹
誼
に
成

た
り
。
」
と
『
綾
巻
』
　
（
八
年
三
月
十
日
奥
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
延
宝
七
年
十
二
月
か
ら
翌
春
に
か
け
て
、
当
時

惣
木
寺
に
与
し
て
い
る
春
澄
・
如
凪
・
信
徳
・
如
豪
・
友
静
ら
の
新
風
派
の
俊

ヽ

　

ヽ

英
た
ち
が
、
似
春
を
迎
え
て
設
け
た
吟
店
に
、
潤
春
（
3
4
歳
）
が
毎
度
出
席
し

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
季
吟
ま
で
が
似
春
主
催
の
会
に
は
顔
を
見
せ
て
、
似
春

の
成
長
ぶ
り
を
祝
し
て
い
る
　
（
註
H
）
　
（
た
だ
し
、
そ
れ
に
は
さ
す
が
に
高
政

は
同
席
し
て
い
な
い
。
）
　
こ
と
が
、
破
邪
顕
正
・
経
巻
の
こ
と
ば
を
畏
宙
き
す

る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
　
（
註
1
2
）
。

似
軍
と
い
い
、
ま
た
季
吟
・
湖
春
が
「
旦
那
殴
」
と
も
仰
い
だ
と
い
う
（
頼

政
）
友
静
・
知
見
と
い
い
、
ま
た
リ
ー
ダ
ー
粕
の
信
徳
と
い
い
、
い
ず
れ
も
か

っ
て
は
季
吟
・
湖
春
の
門
に
参
入
し
て
い
た
者
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
拾

穏
軒
都
債
昏
』
環
鏡
の
連
句
の
中
に
一
度
だ
け
顔
を
見
せ
る
（
し
か
も
高
政
と

も
同
庸
し
て
い
る
）
常
伍
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
（
季
吟
廿
会
誓
。
皮
肉
な
逼

り
会
い
と
評
せ
よ
う
か
。

こ
の
ほ
か
に
も
著
名
な
作
家
で
は
な
い
が
、
高
政
が
宗
田
流
へ
の
旗
色
を
初

め
て
鮮
明
に
打
ち
臥
し
た
『
後
賃
桧
合
千
百
斑
』
　
（
延
宝
玉
年
刊
）
に
独
吟
笥

ヽ

　

ヽ

斑
を
寄
せ
て
い
る
、
只
討
、
お
よ
び
高
政
と
の
両
吟
百
斑
一
巻
を
採
ら
れ
て
い

ヽ

　

ヽ

る
正
継
（
八
年
の
高
政
歳
旦
幌
に
も
田
句
。
）
も
、
か
つ
て
買
文
の
末
頃
に
は

季
吟
・
冊
春
に
指
導
を
う
け
た
一
メ
で
あ
っ
た
（
季
吟
廿
会
蛮
）
。

宗
因
流
流
行
の
風
潮
に
抗
し
て
、
地
盤
の
確
保
を
は
か
る
べ
く
季
吟
が
、

「
か
つ
は
そ
の
風
妹
を
見
な
ら
は
し
め
、
か
つ
は
か
の
正
道
を
す
ゝ
め
て
、
恩
ひ

邪
な
か
ら
し
め
ん
た
め
」
に
湖
春
・
正
立
と
巻
い
た
三
吟
『
花
千
句
』
　
（
延
宝

三
年
成
）
が
、
五
年
に
な
っ
て
、
信
木
の
三
楽
と
称
す
る
者
（
京
住
の
某
の
偽
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名
で
あ
ろ
う
。
）
に
よ
っ
て
批
判
を
受
け
る
（
扇
入
寒
公
）
し
ま
つ
で
あ
っ
た

こ
と
も
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
な
お
潤
春
が
、
特
に
こ
の
延
宝
七
年
以
後
、
新
風

派
に
震
近
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
桜
坂
浩
借
氏
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
季
吟
は
俳
壇
へ
の
失
地
回
復
の
意
欲
を
も
は
や

失
い
、
俳
訝
面
で
の
主
導
権
を
思
潮
春
に
す
べ
て
委
ね
て
、
自
身
は
こ
の
年
八

月
以
後
ふ
た
た
び
古
典
の
註
釈
生
活
に
帰
り
、
特
北
『
八
代
蕉
抄
』
の
註
釈
に

専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
註
1
3
）
。

貞
徳
西
門
の
長
老
の
中
で
は
、
最
も
年
薯
く
て
気
力
も
活
動
力
も
あ
り
、
勢

力
も
あ
っ
た
は
ず
の
季
吟
に
し
て
、
も
は
や
「
都
に
い
ら
ぬ
ふ
る
坊
主
」
（
八
年

二
月
上
旬
奥
『
糖
政
』
）
と
罵
ら
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
時

ヽ

　

ヽ

期
の
他
の
良
門
の
指
湾
を
一
瞥
し
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
立
国
（
7
5
歳
）
・
安

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

静
（
5
0
倉
茂
）
は
と
も
に
竃
文
九
年
に
す
で
に
亡
く
、
員
窒
（
6
4
歳
）
も
延
宝

元
年
に
は
笈
し
て
い
る
。
延
宝
時
代
に
生
き
残
っ
て
い
た
京
俳
厨
の
最
長
老
と

し
て
は
令
徳
（
旦
徳
）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
高
齢
に
加
え
て
才
気
に
乏
し
く
、

竃
文
未
年
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
俳
壇
か
ら
半
ば
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た

（
註
1
4
㌔
そ
し
て
宗
因
流
が
毎
盛
期
に
達
し
た
ち
ょ
う
ど
延
宝
七
年
（
9
1
歳
）

ヽ

　

ヽ

に
他
界
し
て
い
る
。
そ
の
令
徳
と
と
も
に
良
徳
の
愛
弟
子
で
あ
っ
て
西
武
（
天

和
二
年
、
7
3
歳
毀
）
は
、
や
は
り
温
厚
で
ひ
か
え
め
な
人
柄
も
あ
っ
て
、
延
宝

三
年
に
『
抄
金
袋
後
環
』
を
上
梓
し
て
以
後
は
、
編
著
も
な
く
お
わ
っ
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

（
た
だ
そ
の
門
か
ら
論
琴
随
流
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
）
。
ま
た

ヽ

　

ヽ

楕
盛
は
当
時
な
お
和
代
で
、
元
禄
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
生
き
た
が
、
人
と
な
り
朴

実
で
覇
気
に
乏
し
く
、
時
流
に
か
ま
わ
ず
あ
く
ま
で
古
風
を
墨
守
し
て
い
た
が
、

こ
と
に
延
宝
七
・
八
年
の
こ
ろ
に
は
「
結
句
し
づ
ま
り
て
、
大
方
は
会
を
も
止

め
、
句
を
間
へ
ど
も
語
ら
ず
」
　
（
八
年
三
月
十
日
奥
『
綾
巻
』
）
と
い
う
落
塊

ぶ
り
で
あ
っ
た
。

五

か
く
見
て
く
る
と
、
延
宝
七
年
九
月
に
新
風
改
宗
者
の
中
で
も
俊
秀
を
結
莞

し
て
出
版
さ
れ
た
『
中
間
姿
』
は
、
ま
さ
に
京
俳
壇
を
宗
田
抗
が
翻
圧
し
た
こ

と
を
誇
元
す
る
記
念
す
べ
き
探
索
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
高
政
が
京
都
俳

壇
に
お
け
る
新
風
蹄
の
主
導
軽
を
痘
待
し
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
同

じ
九
月
に
、
期
せ
ず
し
て
常
短
が
『
摂
取
』
　
（
栖
本
二
冊
）
を
、
似
船
が
『
火

吹
竹
』
　
（
一
冊
。
未
見
）
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
『
持
取
』
　
（
下
巻
の
み
伝

存
。
付
句
環
。
）
を
見
て
も
、
知
名
の
作
家
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
ず
、
入
賃
者

の
顔
ぶ
れ
に
お
い
て
『
中
庸
姿
』
の
威
容
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
当
時
点
に
お

ヽ

　

ヽ

け
る
高
政
の
位
琶
は
、
随
流
が
「
大
坂
に
て
阿
南
陀
西
鶴
、
京
に
て
は
惣
本
寺

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

半
伝
達
祉
高
政
、
両
大
将
と
し
て
、
似
槍
、
常
伍
な
ど
ゝ
て
、
其
外
．
一
騎
当
凪

の
手
だ
り
共
」
　
（
破
邪
鋸
正
）
と
評
し
て
い
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
も
う
な
ず
け

よ
う
。な

お
『
中
間
姿
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
触
れ
た
倍
徳
・
仙
臆
・
春
澄
・
如
来

・
如
風
・
罠
之
・
清
風
な
ど
の
ほ
か
に
、
政
道
・
正
長
・
春
恵
二
方
ら
の
独
吟

ヽ

　

ヽ

歌
仙
が
入
貸
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
政
罠
は
垣
宝
六
年
の
惣
本
寺
歳
旦
臓
に

田
句
し
て
い
る
が
、
同
時
に
信
徳
と
そ
の
弟
子
路
の
仙
庵
と
『
京
三
吟
』
　
（
延

宝
六
年
八
月
下
旬
刊
）
を
巻
い
て
お
り
、
・
ま
た
延
宝
八
年
お
よ
び
天
和
三
年
の

信
徳
の
歳
旦
頂
に
仙
庖
と
と
も
に
出
句
、
貞
享
五
年
に
も
信
徳
・
重
徳
と
の
三

つ
物
に
出
句
す
る
な
ど
、
仙
庵
と
同
じ
く
倍
徳
の
門
弟
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
や

は
り
『
七
百
五
十
斑
』
に
も
参
加
し
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

つ
ぎ
に
正
長
の
名
は
『
季
吟
廿
会
莫
』
所
収
の
買
文
四
年
三
月
廿
五
日
興
行

の
九
吟
百
斑
の
末
席
に
見
え
る
ほ
か
数
霞
に
散
見
す
る
が
、
『
中
間
姿
』
入
鍔

の
正
長
と
は
た
し
て
同
一
人
か
ど
う
か
、
今
た
し
か
め
え
な
い
。
た
だ
し
『
破
邪
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頸
正
』
に
紹
介
す
る
延
宝
七
年
の
高
政
の
歳
旦
三
つ
物
に
、
高
政
の
発
句
に
対

し
て
脇
を
っ
け
て
い
る
「
弟
子
」
と
肩
書
し
た
正
長
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

ろ
う
。
な
お
八
年
の
高
政
歳
旦
帽
に
も
、
高
政
・
春
恵
と
の
三
つ
物
を
故
せ
て

い
る
。
も
か
も
、
高
政
の
「
弟
子
」
と
わ
ざ
わ
ざ
肩
書
し
て
得
意
然
た
る
正
長

が
、
や
は
り
『
七
百
五
十
甑
』
に
加
わ
っ
て
い
る
の
は
柁
目
さ
れ
る
。

蕃
祈
心
に
つ
い
て
は
、
八
年
の
高
政
の
歳
旦
三
つ
物
に
田
句
し
て
い
訂
こ
と
を

知
る
だ
け
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
正
長
ら
と
共
に
、
高
政
の
人
気
に
ひ
か
れ
て

門
人
緒
に
お
さ
ま
っ
て
い
た
連
衆
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

ヽ

　

ヽ

一
方
に
つ
い
て
は
、
調
査
が
及
ば
ず
不
明
で
あ
る
が
、
弱
小
作
家
で
あ
ろ
う

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

六

　

　

一

し
か
し
な
が
ら
『
中
庸
姿
』
は
、
高
政
に
よ
っ
て
リ
ー
ド
さ
れ
、
統
括
さ
れ

た
京
都
宗
因
抗
の
達
成
曇
元
し
た
と
同
時
に
、
以
後
急
速
に
宗
田
の
風
体
を
無

視
し
、
宗
因
そ
の
人
を
置
き
去
り
に
し
て
、
思
い
思
い
に
ひ
た
す
ら
新
奇
を
競

い
、
反
冒
し
、
分
派
活
動
に
狂
奔
す
る
と
い
う
無
政
府
的
涯
沌
状
態
に
俳
壇
を

誘
い
こ
む
導
火
線
と
な
っ
た
、
い
わ
ば
E
非
決
い
作
品
で
も
あ
っ
た
。
殊
に
新
旧

両
派
か
ら
非
難
攻
鎧
の
的
に
な
っ
た
巻
頭
の
高
政
独
吟
百
規
は
、
惟
中
が
宗
田

市
居
の
正
統
派
意
識
か
ら
範
を
垂
れ
た
「
皮
肉
の
百
甑
」
（
『
取
邪
顕
正
返
答
』

何
故
）
　
に
比
べ
て
み
て
も
、
い
わ
ゆ
る
一
句
の
喝
あ
か
ず
－
1
何
句
の
独
立

性
の
裏
失
傾
向
が
強
い
こ
と
な
ど
、
そ
う
い
う
出
思
味
で
、
よ
り
末
期
的
ま
た
は

前
衛
的
作
品
だ
と
い
え
る
　
（
註
1
5
）
。
し
か
し
こ
れ
は
「
信
徳
は
高
政
よ
り
あ

る
ゝ
事
彩
し
」
と
『
破
邪
朗
正
』
に
言
う
ど
と
く
、
高
政
一
人
の
傾
向
で
は
な

か
っ
た
。

し
か
し
て
延
宝
七
年
に
京
都
俳
壇
か
ら
世
に
問
わ
れ
た
作
品
葉
は
、
千
春
の

江
戸
土
産
た
る
『
仮
舞
台
』
（
三
月
刊
）
を
除
け
ば
、
前
記
の
中
庸
姿
・
買
収
・

火
吹
竹
の
三
霞
だ
け
で
あ
る
が
、
宗
因
が
拝
礼
に
来
訪
し
た
酉
吟
に
対
し
て

「
世
上
の
誹
風
異
鉢
な
る
事
を
喧
」
し
た
う
え
、
『
そ
う
よ
そ
よ
昨
日
の
風
鉢

一
夜
の
春
』
と
吟
じ
与
え
た
の
が
延
宝
八
年
正
月
で
あ
っ
た
　
（
宇
渾
不
之
昏

女
）
。
ま
た
「
当
世
の
風
鉢
年
々
日
々
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
う
つ
り
か
は
る
。
新

し
く
珍
ら
し
く
、
か
な
は
ぬ
岩
の
耳
に
だ
に
面
白
く
う
ら
や
ま
し
な
が
ら
、
初

学
の
人
い
づ
れ
を
よ
し
と
忠
ひ
定
む
る
方
な
く
や
と
覚
え
て
」
　
（
梅
翁
宗
因
発

句
蛮
）
あ
る
い
は
「
此
こ
ろ
の
世
上
の
句
妹
を
梅
翁
も
な
げ
き
拾
ひ
て
」
　
（
続

無
名
抄
）
　
『
今
筑
波
や
鎌
倉
宗
鑑
が
犬
桜
』
と
詠
じ
た
の
は
、
貞
・
談
入
り
乱

れ
て
白
熱
的
論
戦
が
貢
・
大
阪
俳
壇
を
頂
か
せ
て
い
た
最
中
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
ま
た
つ
づ
い
て
、
大
阪
俳
壇
の
事
実
上
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
か
つ
宗
因

の
後
継
者
を
も
っ
て
自
任
す
る
西
鶴
（
『
西
鶴
大
矢
数
』
日
放
）
や
惟
中
（
続

無
名
抄
・
近
来
俳
謂
風
妹
抄
）
も
、
い
ま
や
守
勢
に
回
っ
て
、
世
上
の
俳
風
の

乱
腋
を
難
じ
、
宗
因
流
の
正
統
派
意
識
に
立
っ
て
教
戒
的
言
辞
を
吐
く
よ
う
に

な
る
。そ

う
し
た
微
し
い
変
鳳
と
分
裂
状
況
の
中
か
ら
、
談
杯
調
を
超
克
す
べ
く
、

天
和
の
新
風
へ
の
気
運
を
作
り
出
し
た
先
駆
的
作
品
と
し
て
、
史
的
意
表
を
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
『
七
百
五
十
規
』
　
（
九
年
正
月
刊
）
が
生
ま
れ
た
　
（
お
そ

ら
く
八
年
の
興
行
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
も
そ
の
八
人
の
顔
ぶ
れ
は
『
中
庸
姿
』

に
参
集
し
た
有
力
メ
ン
バ
ー
が
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
蔓
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
重
要
な
違
い
は
、
故
意
か
偶
然
か
、
『
中
庸
姿
』
の
種
梁
だ
っ
た
高
政
の

顔
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
『
七
百
五
十
和
』
の
性
路
を
ど

う
捕
え
る
べ
き
か
、
興
味
を
覚
え
る
発
展
的
紋
貴
で
あ
る
が
、
次
の
機
会
に
侠

ち
た
い
。

ハ
D

註
1
　
今
栄
蔵
・
談
林
俳
詔
史
（
明
治
書
院
刊
『
俳
句
講
座
　
1
　
俳
詔
史
』
1
3
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頁
。
以
下
同
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

2
　
密
田
良
二
・
菅
野
谷
高
政
　
（
明
治
婁
院
刊
　
『
俳
句
講
座
　
2
　
俳
人

評
伝
上
』
1
7
8
玉
）
に
同
じ
理
由
を
挙
げ
て
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

3
　
茂
木
秀
一
郎
・
西
山
宗
因
に
関
す
る
二
つ
の
資
料
（
「
連
歌
と
俳
書
」

第
二
巻
第
3
号
・
昭
1
2
年
8
月
刊
）
に
紹
介
翻
刻
が
あ
る
。

4
　
『
太
郎
五
百
頂
』
所
収
の
惟
中
・
任
口
両
吟
百
雷
に
は
「
廷
宝
六
年
三

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

月
」
付
け
の
任
ロ
の
序
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
な
お
「
岡
山
の
岡
西
氏
」

と
あ
る
。
そ
し
て
同
省
巻
頭
に
は
、
同
年
「
五
月
十
二
日
」
に
「
一
時
軒

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

大
坂
住
宅
初
会
興
行
」
の
九
吟
百
韻
が
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
惟
中
の
大

阪
転
居
は
そ
の
間
の
、
四
月
の
こ
ろ
か
と
推
測
す
る
。
・

5
　
野
間
光
辰
・
俳
謂
太
平
記
（
「
国
語
と
国
文
学
」
　
昭
2
4
年
目
月
号
・

2
8
頁
）

6
　
石
田
元
李
・
知
足
と
高
政
（
「
文
学
」
昭
1
3
年
4
月
号
・
『
俳
文
学
論

考
』
所
収
）
ほ
か
参
招
。

7
　
白
石
悌
三
・
西
日
本
俳
詔
資
料
散
歩
　
二
へ
「
近
世
文
芸
資
料
と
考
証
」

正
・
昭
3
8
年
2
月
刊
）
　
の
翻
刻
・
解
説
参
照
。

8
　
岡
田
利
兵
衛
・
伊
藤
信
徳
（
明
治
書
院
刊
「
俳
句
講
座
　
2
　
俳
人
評
伝

上
」
2
9
8
頁
義
軍

9
　
宮
田
正
信
・
琵
之
（
『
俳
詔
大
辞
典
』
）
参
照
。

1
0
　
も
っ
と
も
、
こ
の
秋
千
句
は
実
は
二
百
嶺
で
中
絶
し
て
い
る
こ
と
で
も

推
察
が
つ
く
よ
う
に
、
．
む
し
ろ
西
鶴
の
惟
中
に
対
す
る
対
抗
意
識
に
発
し

た
も
の
で
あ
っ
た
　
（
註
◎
匁
照
）
。

1
1
　
『
拾
椋
野
都
債
昏
』
所
収
。
な
お
阿
誰
軒
の
俳
書
目
に
見
え
る
『
室
咲

百
甑
』
一
冊
は
、
こ
の
百
類
を
収
め
た
も
の
と
わ
か
る
。

9
　
0

1
2
　
今
氏
註
①
論
文
、
1
3
～
1
4
更
。

1
3
　
擾
坂
浩
侶
・
湖
春
研
究
（
「
近
世
文
芸
資
料
と
考
証
」
I
・
昭
3
7
年
2

月
刊
）

1
4
　
小
高
敏
郎
・
鶏
冠
井
令
徳
（
『
俳
句
講
座
　
2
　
俳
人
評
伝
上
」
参
照
。
）

1
5
　
拙
稿
・
惟
中
の
俳
風
－
「
皮
肉
の
百
斑
」
を
め
ぐ
っ
て
－
（
「
新
居
浜

高
専
固
要
」
第
三
巷
・
昭
4
2
年
3
月
刊
）

＜

昭

4

2

・

3

・

1

0

V

－
高
知
女
子
大
学
助
教
授
－

雑
　
誌
『
中
世
文
芸
』
　
紹
　
介

「
中
世
文
芸
」
は
、
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
の
発
行
に
か
か
る
も
の
で

あ
る
。
昭
和
二
十
九
年
六
月
、
当
時
の
研
究
会
の
有
志
に
よ
っ
て
、
第
一

号
を
だ
し
て
以
来
、
年
間
三
回
を
目
標
に
刊
行
を
持
続
し
、
昭
和
四
十
二

年
三
月
現
在
、
実
に
、
三
十
七
号
に
ま
で
い
た
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
十

周
年
記
念
特
集
号
な
ど
も
刊
行
し
て
い
る
。

こ
の
雑
誌
は
、
中
世
文
学
に
関
す
る
未
刊
資
料
の
翻
刻
な
ど
、
基
礎
的

な
作
業
を
中
心
に
し
て
、
学
会
に
貢
献
し
て
き
た
。

現
在
、
会
員
は
、
広
島
大
学
出
身
者
と
、
他
の
一
般
の
中
世
文
学
研
究

者
な
ど
、
約
百
五
十
名
か
ら
構
成
さ
れ
、
論
文
も
広
い
窺
閏
に
わ
た
り
、

全
国
的
な
雑
誌
と
し
て
の
性
格
を
も
た
せ
て
い
る
。
雑
誌
の
購
読
を
軒
望

さ
れ
る
方
は
、
年
間
会
費
四
百
円
を
そ
え
て
、
研
究
会
へ
お
申
し
こ
み
く

だ
さ
い
。

年
間
三
冊
発
刊
。
勝
写
版
。
各
冊
平
均
四
十
～
五
十
貢
。

広
島
市
克
千
田
町
　
広
島
大
学
文
学
部
内

広
島
中
世
文
芸
研
究
会
　
　
（
振
替
口
座
八
七
五
五
）
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