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一

　

延
宝
三
年
の
俳
諧
歳
旦
は
、
井
上
敏
幸
「
曼
殊
院
蔵
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』」（注
１
）

に
よ
っ
て
井
筒
屋
庄
兵
衛
刊
三み
つ
も
の
ぞ
ろ
え

物
揃
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
当
該
期
の
俳
壇

研
究
に
活
用
さ
れ
て
久
し
い
、
学
界
周
知
の
資
料
で
あ
る
。
曼
殊
院
本
発
見
当

時
、
延
宝
三
年
の
三
物
揃
は
井
筒
屋
板
歳
旦
刷
物
の
最
初
期
に
位
置
す
る
資
料

と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
岡
田
利
兵
衛
・
雲
英
末
雄
「
柿
衛
文

庫
蔵
『
寛
文
十
三
年
歳
旦
集
』」（注
２
）

が
こ
れ
を
二
年
溯
る
寛
文
十
三
年
板
歳
旦

三
物
の
存
在
を
報
じ
る
に
及
ん
で
、
さ
ら
に
古
い
事
例
の
出
現
が
待
望
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。「
柿
衛
文
庫
蔵
『
寛
文
十
三
年
歳
旦
集
』」
解
題
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

　
　

 　

新
春
の
御
慶
に
、
宗
匠
と
主
だ
っ
た
門
人
と
で
発
句
・
脇
・
第
三
と
三

組
つ
ら
ね
る
歳
旦
三
つ
物
は
、
連
歌
以
来
の
伝
統
を
持
つ
が
、
俳
諧
に
お

い
て
は
元
和
元
年
貞
徳
と
妙
蓮
寺
僧
都
日
源
・
渋
谷
以
重
の
三
人
で
行

な
っ
た
歳
旦
三
つ
物
が
、
冠
鶏
井
令
徳
筆
写
の
書
面
で
遺
さ
れ
て
お
り

（
藤
井
乙
男
「
貞
門
俳
諧
史
」
改
造
社
版
『
俳
句
講
座
』
１
）、
そ
れ
が
そ
う
し
た
も

の
の
も
っ
と
も
古
い
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
俳
諧
師
の
間

で
、
歳
旦
三
つ
物
の
板
行
が
一
般
化
す
る
の
は
寛
永
後
期
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
阿
誰
軒
の
『
誹
諧
書
籍
目
録
』
に
は
「
歳
旦
集　

二
冊　

近
代

大
三
物
板
行

0

0　

寛
永
十
六
年
以
来
の
三
物
な
り
」（
傍
点
、
筆
者
。
以
下
同
様
）

と
あ
り
、
刷
り
お
ろ
さ
れ
た
歳
旦
帳
の
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
歳
旦
帳
の
出
版
は
、『
歴
代
滑
稽
伝
』（
許
六
著
・
正
徳
五
年
刊
）
の
貞
徳

の
箇
所
に
「
井
筒
屋
故
庄
兵
衛
此
の
人
（
貞
徳
）
に
つ
か
ふ
。
貞
徳
命
じ

0

0

0

0

て
三
つ
物
所
に
定
む

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
あ
る
よ
う
に
、
京
都
の
書
肆
井
筒
屋
庄
兵
衛
が

ほ
と
ん
ど
一
手
に
引
き
受
け
て
行
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
京
板
」
な

る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
論
述
を
含
む
雲
英
「
歳
旦
帳
・
歳
旦
刷
り
物
に
つ
い

て
」（注
３
）に
お
い
て
、
右
掲
出
の
傍
線
部
は
、「
歳
旦
三
つ
物
が
一
般
化
し
、
刷

り
も
の
と
し
て
出
さ
れ
る
の
は
寛
永
後
期
の
こ
と
」
と
断
定
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
は
草
創
期
の
歳
旦
出
板
を
め
ぐ
る
定
説
と
目
さ
れ
る
が
、
先
に
拙
稿

「
歳
旦
書
付
か
ら
歳
旦
帖
へ
―
近
世
初
期
の
歳
旦
を
め
ぐ
っ
て
」（注
４
）

で
詳
述
し
た
よ

う
に
、
阿
誰
軒
『
誹
諧
書
籍
目
録
』
の
記
事
を
根
拠
と
し
て
、
俳
諧
歳
旦
の
板

行
が
一
般
化
す
る
時
期
を
「
寛
永
後
期
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
要

点
の
み
繰
り
返
せ
ば
、『
誹
諧
書
籍
目
録
』
上
の
、

　
　

歳
旦
集　
二冊　
近
代
大
三
物
板
行　

庄
誹
諧
書
林兵
衛
板
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寛
永
十
六
年
以
来
之
三
物
也

と
の
記
事
が
、
延
宝
三
年
十
二
月
刊
『
花
千
句
』、
同
四
年
正
月
刊
『
宗
因

五
百
句
』
の
あ
と
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逸
書
『
歳
旦
集
』
は
延
宝

年
間
刊
行
の
、「
寛
永
十
六
年
以
来
之
三
物
」
を
集
成
し
た
二
冊
本
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。『
誹
諧
書
籍
目
録
』「
歳
旦
集
」
条
の
「
寛
永
十
六
年
以
来
之

三
物
也
」
と
の
記
述
は
か
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
寛
永
十
六

年
以
来
の
「
刷
り
お
ろ
さ
れ
た
歳
旦
帳
の
存
在
」
を
証
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
そ
し
て
、
逸
書
『
歳
旦
集
』
を
め
ぐ
る
こ
の
推
測
は
、
天
理
図
書
館
綿
屋

文
庫
に
現
存
す
る
延
宝
二
年
井
筒
屋
板
『
歳
旦
発
句
集
』
が
、
寛
永
十
六
年
か

ら
延
宝
二
年
に
か
か
る
俳
諧
歳
旦
発
句
を
編
年
に
整
理
し
た
書
で
あ
る
と
い

う
事
実
と
よ
く
符
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
歳
旦
（
三
物
）
集
』『
歳
旦
発
句
集
』

は
と
も
に
、
年
次
の
判
明
す
る
作
品
と
し
て
は
寛
永
十
六
年
分
を
最
古
の
例
と

し
て
収
め
、
以
降
、
延
宝
初
年
頃
ま
で
の
歳
旦
を
取
り
集
め
た
、
い
わ
ば
「
初

期
俳
諧
歳
旦
集
成
」
と
で
も
称
す
べ
き
、
井
筒
屋
に
よ
る
一
連
の
企
画
刊
行
物

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二

　

さ
て
、
こ
こ
に
、
延
宝
三
年
歳
旦
三
物
の
写
本
が
あ
る
。
鳥
の
子
紙
を
用
い

た
一
紙
一
巻
、
そ
の
法
量
は
、
縦
十
八
・
二
糎
、
横
九
十
二
・
八
糎
で
あ
る
。
本

文
は
一
筆
で
、
端
作
「
延
宝
三
乙

卯
／
元
日
」
と
し
、
料
紙
の
表
裏
に
一
句
一

行
書
き
で
全
八
十
八
句
の
俳
諧
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
後
掲
の
【
翻
刻
】
に
見

る
ご
と
く
、
表
面
の
最
終
句
は
飯
袋
の
発
句
、
裏
面
冒
頭
句
は
そ
れ
を
受
け
た

貞
恕
の
脇
で
、
表
裏
は
明
ら
か
に
連
続
す
る
。
未
表
装
の
ま
ま
表
面
を
内
側
に

し
て
約
三
・
七
糎
幅
に
折
り
畳
ま
れ
て
伝
来
し
た
結
果
、
も
っ
と
も
外
側
に
来

る
格
好
と
な
っ
た
裏
面
奥
の
摩
損
は
こ
と
に
著
し
い
。
表
裏
と
も
に
【
図
】
に

示
す
寸
法
の
押
界
が
引
か
れ
て
お
り
、
各
句
と
も
、
句
お
よ
び
作
者
名
が
そ
れ

ぞ
れ
の
界
線
の
な
か
に
整
然
と
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
丁
寧
に
あ
つ
ら
え

ら
れ
た
浄
書
本
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、【
図
版
１
】
お
よ
び
【
翻
刻
】
で
全
容
を
紹
介
す
る
。

【
図
】
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【
図
版
１
】表裏
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【
翻
刻
】

14 

　
　
　

 

元
日

15 

大
服
や
老
の
ね
が
ひ
も
み
つ
金
輪 

宗
旦

16 

む
月
に
あ
そ
ぶ
靏
の
孫
彦 

猪
井

17 

島
台
の
箔
は
の
こ
ん
の
雪
と
み
え
て 

復
生

18 

　
　
　

 

同

19 

難
波
津
を
今
日
こ
そ
み
つ
物
筆
始 

重
知

20 

む
か
ふ
え
方
は
都
の
南 

宗
旦

21 

諸
白
を
す
ゝ
む
る
春
の
風
た
ち
て 

猪
井

22 

　
　
　

 

同

23 

蓬
莱
は
巴
峡
の
さ
る
よ
け
ふ
の
春 

復
圭

24 

ひ
ら
き
豆
ま
で
い
は
ふ
わ
が
く
に  

重
知

25 

返
す
田
は
偏
に
殿
の
め
ぐ
み
に
て  

宗
旦

26 

　
　
　

 

同

27 

君
が
代
や
定
矩
を
あ
て
し
今
日
春 

猪
井

28 

　
　
　

 

同

29 

今
日
の
春
に
相
腹
中
や
唐
大
和 

維
舟

30 

さ
ぞ
や
詩
歌
を
心
む
る
筆 

元
好

31 

朧
夜
の
月
の
影
ぼ
し
友
に
し
て 

宗
隆

32 

　
　
　

 

同

33 

若
や
ぐ
や
親
と
子
と
ほ
ど
今
朝
の
春 

同

34 
小
歌
も
酒
も
よ
き
そ
始 

維
舟

35 
山
は
幕
氈
も
豊
に
花
見
し
て 

千
受

36 

　
　
　

 
同

37 

寄
と
し
を
の
べ
句
い
ふ
迄
筆
始 

重
昌

38 

又
大
服
を
た
の
し
め
る
や
ど 

春
澄

凡
例

一
、 
読
解
の
便
を
は
か
る
べ
く
、
異
体
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
わ
た
く
し
に
句
読
点

を
施
し
つ
つ
、
原
本
に
濁
点
の
存
す
る
場
合
は
当
該
文
字
の
右
に
圏
点
を
付
し
て
こ

れ
を
区
別
し
た
。

一
、
摩
耗
に
よ
る
不
読
箇
所
に
は
文
字
数
を
推
し
て
□
を
あ
て
た
。

一
、
各
行
冒
頭
に
一
連
の
通
し
番
号
を
付
し
た
。

１ 

　
　

延
宝
三
乙

卯

２ 

　
　
　

 

元
日

３ 

三
国
や
五
穀
成
就
四
方
の
春 
梅
盛

４ 

あ
た
ゝ
ま
る
世
や
日
の
御
恩
徳　
　
　
　

  
一
房

５ 

山
の
端
に
巣
か
く
る
と
り
も
か
い
わ
り
て  

重
尚

６ 

　
　
　

 

同

７ 

餅
つ
き
の
万
石
ぞ
今
日
ほ
ん
俵 

同

８ 

御
誕
生
と
て
よ
ろ
こ
び
の
春 

梅
盛

９ 

ほ
ま
れ
あ
る
家
の
系
図
は
い
と
い
ふ
に 

一
房

10 

　
　
　

 

同

11 

わ
ら
べ
名
や
千
代
と
よ
ば
れ
ん
年
男 

同

12 

智
者
の
ほ
と
り
の
し
る
き
か
ど
松 

重
尚

13 

山
家
に
も
花
ゆ
へ
雪
の
窓
明
て 

梅
盛
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39 

鶯
に
い
つ
も
朝
寝
を
起
さ
れ
て 

元
好

40 
　
　
　

 

同

41 
橘
や
昔
の
京
も
か
ざ
り
ま
つ 

同

42 
耳
よ
り
や
ま
づ
は
鶯
若
ゑ
び
す 

千
之

43 

穂
俵
や
君
に
な
び
き
藻
千
々
の
春 

春
澄

44 

ゑ
い
さ
う
の
さ
う
の
更
の
御
殿
や
年
と
春 

45 

試
る
筆
ま
づ
う
な
づ
く
嘉
例
哉 

宗
甫

46 

と
を
け
れ
ど
海
の
塩
風
や
京
の
春 

宗
岷

47 

君
が
よ
や
下
々
も
随
分
今
日
の
は
る 

不
尺

48 

礼
人
の
さ
か
や
き
迄
や
は
る
の
色 

常
之

49 

先
開
く
暦
や
い
は
ゞ
は
つ
ざ
く
ら 

清
印

50 

大
服
の
い
づ
み
ぞ
目
出
た
釜
の
に
え 

定
安

51 

大
ぶ
く
や
お
い
の
ね
が
ひ
も
三
金
輪 

宗
旦

52 

難
波
津
を
け
さ
こ
そ
三
物
筆
初 
重
知

53 

元
日
は
定
座
な
り
け
り
年
の
花 
夏
夕

54 

玉
ぶ
り
〳
〵
打
出
て
み
れ
ば
白
木
哉 
信
政

55 

　
　
　

 

元
日

56 

小
蛤
口
よ
り
し
る
し
あ
け
の
春 

了
味

57 

　
　
　

 

同

58 

尽
せ
じ
な
竜
宮
よ
り
の
ほ
ん
俵 

貞
恕

59 

見
ぬ
島
ま
で
も
餝
る
伊
勢
海
老 

玄
甫

60 

舅
殿
鶯
さ
そ
ふ
客
待
て 

光
継

61 

　
　
　

 

同

62 

初
鳥
や
嘉
幸
と
告
て
四
方
の
春 

飯
袋　
」
表

63 

霞
も
横
に
ひ
ん
が
し
の
雲 

貞
恕

64 

山
ざ
く
ら
目
金
に
遠
き
幕
見
え
て 

玄
甫

65 

　
　
　

 

同

66 

坂
東
や
万
ざ
い
よ
ば
ふ
国
の
春 

同

67 

幾
世
牽
ら
ん
乗
初
の
こ
ま 

光
継

68 

鑓
の
家
名
を
得
し
庭
の
梅
咲
て 

貞
恕

69 

　
　
　

 

同

70 

年
玉
の
か
ど
を
み
だ
せ
る
扇
哉 

光
継

71 

　
　
　

 

元
日

72 

の
ん
で
数
の
年
を
へ
ぬ
べ
し
と
そ
の
酒 

久

島
氏
十
二
才

宏

73 

　
　
　

 

同

74 

日
本
に
は
歌
を
よ
み
候
今
朝
の
は
る 

不

江
州
膳
所
上
田
氏

数

75 

　
　
　

 

同

76 

せ
ん
ど
く
れ
た
と
し
の
礼
言
け
ふ
春 

同

77 

　
　
　

 

同

78 

来
る
春
に
老
や
し
り
付
の
こ
ま
り
も
の 

季
吟

79 

千
代
も
と
祝
ふ
屠
蘇
の
さ
か
づ
き 

正
立

80 

よ
ぶ4

節
に
下
地
は
数
寄
者
茶
に
あ
か
で 

湖
春

81 

　
　
　

 

同

82 

心
程
の
世
を
へ
ば
千
々
よ
宿
の
春 

同

83 

百
間
口
も
た
て
ん
か
ど
ま
つ 

季
吟

84 
市
町
も
盛
り
の
藤
の
棚
見
え
て 

可
全

85 

　
　
　

 

同

86 

う
ら
白
や
餅
の
鏡
の
雪
と
な
み 

同

87 

お
と
す
具
足
も
花
の
こ
ざ
く
ら 

湖
春

88 

さ
し
も
の
に
短
冊
な
び
く
東
風
吹
て 

季
吟
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89 

　
　
　

 

歳
旦

90 
お
さ
ま
る
と
言
も
手
ぞ
つ
く
御
代
春 

　

正
立

91 
ふ
し
か
へ
て
去
年
も
し
ほ
り
や
謡
初 

　

友
静

92 

　
　
　

 
元
日

93 

門
―

松
請
二

礼
―

者　
ヲ

一 

近
源

94 

拵
へ
置
し
山
の
蓬
莱 

　

兀
翁

95 

四
海
波
諷
出
し
か
ら
長
閑
に
て 

　

水
工

96 

　
　
　

 

同

97 

春
た
く
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
庭
竈 

　

桐
天

98 

　

笑ヱ
ミ
ハ

并　
ト

二

包
―

井
開
一 

近
源

99 

　

雪
残　
テ

思　
フ

二

数
―

寄　
ヲ

一 

兀
翁

100 

　
　
　

 

同

101 

　

鯛　
ハ

年
―

神　
ノ

鰐
―

口　
　
　
　

  

水
工

102 

四
手
を
き
り
か
け
か
ざ
る
し
め
縄 
　

桐
天

103 

梅
に
ほ
ふ
宿
の
隣
を
ぬ
し
づ
け
て 

　

近
源

104 

　
　
　

 

同

105 

　

年
―

珠
如
二

扇
―

屋　
ノ

一　
　
　
　

  

兀
翁

106 

　
　
　

 

元
日

107 

年
と
る
や
と
ん
で
古
僕
の
花
の
春 

　

西
武

108 

明
て
わ
つ
さ
り
鶯
の
声 

　

宗
友

109 

張
た
て
し
的
を
か
す
ま
ず
は
た
と
射
て  

　

正
長

110 

　
　
　

 

同

111 

も
し
や
な
を
も
田
を
植
よ
さ
あ
化
想
文 

　

同

112 

あ
ふ
夜
ほ
ど
ゝ
き
す
で
に
鶏
旦 

　

西
武

113 

枕
か
る
日
も
永
〳
〵
の
海
道
に　
　
　
　
　

  

　

宗
友

114 

　
　
　

 

同

115 

さ
ほ
姫
を
め
す
や
若
君
太
郎
月 

　

同

116 

御
湯
殿
は
じ
め
常
磐
木
の
陰 

　

正
長

117 

鞠
す
ぐ
る
花
□　
（

摩

損

）
　

□
□
□
□
□
て 

　

西
武

118 

　
　
　

 

歳
暮

119 

年
た
か
き
私
市
ぞ
め
い
た
く
老
の
□
（
摩
損
） 

　

同

120 

　
　
　

 

同

121�

年
の
矢
に
虎
や
逃
る
ゝ
夕
間
暮 

　
　
　
」
裏

　
　
　
　

三

　

右
に
翻
刻
し
た
延
宝
三
年
歳
旦
書
付
を
延
宝
三
年
板
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
翻

刻
と
照
合
し
た
と
こ
ろ
、
前
者
に
所
収
の
八
十
八
句
の
う
ち
八
十
七
句
ま
で
を

後
者
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
延
宝
三
年
板
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
は
二
十
二

丁
か
ら
成
る
横
本
一
冊
で
、
各
丁
裏
の
奥
に
「
寺
町
通
二
条
上
ル
町
庄
兵
衛
板
」

等
、
井
筒
屋
板
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
刊
記
が
あ
る
。【
表
１
】
は
、
延
宝

三
年
書
付
と
延
宝
三
年
板
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
と
の
対
応
関
係
を
一
覧
し
た
も

の
で
、
こ
れ
に
就
け
ば
、
延
宝
三
年
歳
旦
書
付
が
、『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
の
四

丁
半
分
に
相
当
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
延
宝
三
年
歳
旦
書

付
は
、『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
の
三
丁
表
裏
・
一
丁
表
裏
・
七
丁
表
裏
・
五
丁
表

裏
お
よ
び
二
丁
表
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』

と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
延
宝
三
年
歳
旦
書
付
は
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
成
る
こ

と
が
う
か
び
あ
が
る
わ
け
だ
が
、
以
下
、
こ
の
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
、
便
宜
上
、

🄰
～
🄴
の
記
号
で
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　
【
表
２
】
は
、
書
付
と
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
の
本
文
異
同
表
で
あ
る
。
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【
表
１
】書

付

『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
該
当
丁

内
容

🄰
１
～
13

３
丁
表

梅
盛
三
物
三
組

14
～
27

３
丁
裏

宗
旦
三
物
三
組
・
引
付
発
句
一
句

🄱
28
～
54

１
丁
表
裏

維
舟
三
物
三
組
・
引
付
発
句
十
四
句

🄲
55
～
76

７
丁
表
裏

貞
恕
三
物
三
組
・
引
付
発
句
四
句

🄳
77
～
91

５
丁
表

季
吟
三
物
三
組
・
引
付
発
句
二
句

92
～
105

５
丁
裏

近
源
三
物
三
組
・
引
付
発
句
一
句

🄴
106
～
119

２
丁
表

西
武
三
物
三
組
・
引
付
発
句
一
句

120
～
121
（
な
し
）

（
引
付
発
句
）

【
表
２
】

行

書
付

『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』

🄰

５

巣
か
く
る
と
り
も

巣
か
ゝ
る
と
り
も

９

い
と
い
ふ
に

い
と
ゆ
ふ
に

17

復
生

復
圭

26

同

元
日

27

今
日
春

け
ふ
の
春

27
後

（
な
し
）

寺
町
通
二
条
上
ル
町
庄
兵
衛
板

🄱

28

同

延
宝
三
年
／
元
日

34

よ
き
そ
始

よ
き
き
そ
始

35

千
受

千
之

37

の
べ
句
い
ふ
迄

の
べ
句
い
ふ
也

44

ゑ
い
さ
う
の
さ
う
の
更
の
御
殿
や

ゑ
い
さ
ら
の
更
の
御
殿
や

54
後

（
な
し
）

寺
町
通
二
条
上
ル
町
庄
兵
衛
板

🄲

55

元
日

延
宝
三
乙
卯
年
／
元
日

74

不
数

不
放

76

け
ふ
春

け
ふ
の
春

76
後

（
な
し
）

寺
町
通
二
条
上
ル

町
庄
兵
衛
板

🄳

77

同

延
宝
三
乙　
　

卯

年
／
元
日

90

御
代
春

御
代
の
春

92

元
日

元
旦

97�

102

桐
天

桐
夫

98

笑ヱ
ミ
ハ

并　
ト

二

包
―

井
開
一

笑エ
ミ
ハ

并　
ト

二

包
―

井
一

開

103

ぬ
し
づ
け
て

ぬ
し
づ
き
て

105
後

（
な
し
）

寺
町
通
二
条
上
ル

町
庄
兵
衛
板

🄴

106

元
日

延
宝
三
乙　
　

卯

年
／
元
日

107

年
と
る
や

年
と
り
や

111

も
し
や
な
を
も

こ
と
し
や
猶
も

115

さ
ほ
姫
を
め
す
や
若
君　

さ
ほ
姫
や
若
君
を
め
す

117

花
□　
（

摩

損

）
　

□
□
□
□
□
て

花
の
都
は
さ
ゝ
め
き
て

119

私
市
ぞ
め
い
た
く
老
の
□
（
摩
損
）

和
布
ぞ
め
い
わ
く
老
の
く
れ

120

同

（
な
し
）

121

年
の
矢
に
虎
や
逃
る
ゝ
夕
間
暮

（
な
し
）

延
宝
三
年
歳
旦
書
付
は
、
27
「
今
日
春
」・
76
「
け
ふ
春
」・
90
「
御
代
春
」
の

要
領
で
、
助
詞
「
の
」
を
省
略
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
か
か
る
統
一
的
措
置
ば

か
り
で
な
く
、
本
来
34
「
よ
き
き
そ
始
（
良
き
着
衣
始
め
）」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、

「
き
」
の
一
字
を
脱
し
た
「
よ
き
そ
始
」、
囃
子
言
葉
「
ゑ
い
さ
ら
」
を
「
ゑ
い
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さ
う
」
と
誤
っ
た
う
え
、
衍
字
を
含
ん
で
字
余
り
句
と
な
っ
た
44
「
ゑ
い
さ
う

の
さ
う
の
更
の
御
殿
や
」
な
ど
、
明
ら
か
な
誤
写
に
よ
る
意
味
不
通
箇
所
を
含

ん
で
い
る
。
作
者
名
35
「
千
受
」
は
重
頼
門
望
月
氏
「
千
之
」
の
誤
写
に
疑
い

な
く（
注
５
）、
引
付
の
42
で
は
「
千
之
」
と
正
し
く
書
き
写
す
な
ど
一
貫
性
を
欠

く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
書
付
の
筆
写
者
は
、
あ
る
い
は
、
俳
諧
や
俳
壇
に
精
通
し

た
人
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
、
５
は
刷
物
「
巣
か
ゝ

る
と
り
も
」
よ
り
、
書
付
の
「
巣
か
く
る
と
り
も
」
の
ほ
う
が
本
来
あ
る
べ
き

本
文
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
74
「
不
数
」
な
る
引
付
発
句
作
者
は
、
万
治
三
年
正

月
序
刊
『
新
続
犬
筑
波
集
』
お
よ
び
寛
文
七
年
十
月
刊
『
続
山
井
』
に
近
江
の

人
と
し
て
入
集
す
る
人
物
と
同
一
人
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
５
74
に
つ
い

て
は
翻
字
ミ
ス
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
の
原
本
調
査
に

及
び
得
な
い
現
在
、
本
文
の
優
位
性
を
軽
々
に
論
ず
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

総
合
的
に
判
断
し
て
、
右
に
抽
出
し
た
問
題
句
の
含
ま
れ
る
🄰
～
🄳
の
各
ブ

ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
書
付
が
刷
物
に
先
立
つ
と
は
言
え
ず
、

む
し
ろ
、
書
付
は
刷
物
を
も
と
に
作
製
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
🄴
ブ
ロ
ッ
ク
は
最
も
異
同
が
多
く
、
摩
耗
の
甚
だ
し
さ
と
も
あ

い
ま
っ
て
、
一
見
、
書
付
本
文
の
劣
性
を
証
す
る
か
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
部

分
に
あ
え
て
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
い
ま
、
115
句
に
注
目
す
る
。
書

付
の
「
さ
ほ
姫
を
め
す
や
若
君
太
郎
月
」
句
と
、
刷
物
の
「
さ
ほ
姫
や
若
君
を

め
す
太
郎
月
」
句
と
の
異
同
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
と
は
異
な
り
、
誤
写
で

は
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
一
句
の
趣
向
は
、
正
月
の

異
名
「
太
郎
月
」
の
「
太
郎
」
に
長
男
の
意
味
を
言
い
立
て
つ
つ
こ
れ
を
春
の

女
神
佐
保
姫
と
取
り
合
わ
せ
、
立
春
と
新
年
の
関
係
性
を
男
女
の
関
係
に
見
立

て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
し
い（
注
６
）。
書
付
句
の
主
体
は
「
若
君
」、
刷
物
句
の

主
体
は
「
さ
ほ
姫
」
で
あ
っ
て
、
両
句
は
そ
れ
ぞ
れ
成
り
立
ち
得
る
も
の
の
、

延
宝
三
年
の
立
春
日
は
正
月
十
三
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
若
君
の
太
郎
（
正
月
）

が
佐
保
姫
（
立
春
）
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
書
付
の
句
形
の
ほ
う
が
当
年
の
歳

旦
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
115
句
に
限
っ
て
は
、
書
付
の

句
形
を
刷
物
の
書
き
誤
り
に
発
す
る
も
の
と
は
見
な
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
重
要
な
異
同
は
、
書
付
末
尾
の
121
「
年
の
矢
に
虎
や
逃
る
ゝ
夕
間
暮
」

句
が
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
に
は
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
121
句
は
、
寅
年
の
暮

れ
を
、
虎
が
、
狩
矢
な
ら
ぬ
「
年
の
矢
」
か
ら
逃
れ
る
姿
と
戯
画
化
し
た
延
宝

二
年
の
歳
暮
句
で
あ
る
。
作
者
名
の
部
分
は
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か

さ
え
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
摩
滅
し
て
は
い
る
も
の
の
、
書
付
に
お
い
て
121
句
は
紛

れ
も
な
く
🄴
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
部
を
構
成
す
る
西
武
歳
旦
中
の
一
句
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
に
お
け
る
🄴
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
119
の
西
武
歳

暮
句
で
二
丁
表
が
終
わ
り
、
続
く
二
丁
裏
に
は
、
随
流
門
三
物
三
組
お
よ
び
随

流
の
歳
暮
句
「
い
つ
の
間
に
と
ら
う
そ
つ
ゐ
て
年
の
暮
」
が
載
る
。
そ
し
て
奥

に
「
寺
町
通
二
条
上
ル
町
庄
兵
衛
」
の
刊
記
が
あ
る
。

　

以
上
の
諸
徴
証
か
ら
、
書
付
の
🄴
西
武
歳
旦
は
、
刷
物
か
ら
書
き
写
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
と
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
延
宝
三
年
時
の
俳

諧
歳
旦
が
い
ま
だ
刷
物
に
一
本
化
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
書
付
と
し
て
も
流
布
し

て
い
た
事
実
を
よ
く
物
語
る
だ
ろ
う
。
拙
稿
「
歳
旦
書
付
か
ら
歳
旦
帖
へ
―
近

世
初
期
の
歳
旦
を
め
ぐ
っ
て
」
で
考
証
し
た
よ
う
に
、
寛
文
期
ま
で
の
歳
旦
は
も
っ

ぱ
ら
書
付
と
し
て
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
延
宝
初
年
も
刷
物
へ
の
移
行
期

と
し
て
と
ら
え
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
延
宝
四
年
歳
旦
も
三
年
と
似
た
よ
う

な
状
況
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
延
宝
四
年
正
月
十
三
日
付
の
下
里
知
足
宛
書

簡（
注
７
）

に
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る
。

　
　

 

右
之
外
、
京
中
作
者
歳
旦
、
三
四
枚
程
も
有
之
候
。
他
所
へ
か
し
置
被
申
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候
由
に
て
、
帰
次
第
写
し
可
進
候
や
。
併
す
り
本
に
候
間
、
其
許
に
て
も

御
覧
可
有
候
。

在
京
の
人
と
想
定
さ
れ
る
発
信
者
は
、
延
宝
四
年
の
季
吟
門
・
梅
盛
門
の
歳
旦

三
物
と
引
付
歳
旦
発
句
を
懐
紙
一
枚
半
に
わ
た
っ
て
速
報
し
た
あ
と
、
京
都
宗

匠
の
歳
旦
が
さ
ら
に
「
三
四
枚
程
」
あ
っ
て
「
他
所
へ
か
し
」
て
い
る
か
ら
、

戻
り
次
第
に
書
写
し
て
続
報
し
ま
し
ょ
う
か
、
と
い
う
。
も
っ
と
も
そ
れ
ら
は

「
す
り
本
」
で
あ
る
か
ら
、
知
足
の
住
む
尾
州
鳴
海
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
し
ょ

う
、
と
も
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
歳
旦
を
「
す
り
本
」
で
は
な
い
か
た
ち
で
、
つ

ま
り
は
書
写
に
よ
っ
て
享
受
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
常
態
で
あ
っ
た
、
当

時
の
状
況
を
う
か
が
わ
せ
る
発
言
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
延
宝
三
年
歳
旦
書

付
が
清
書
本
で
あ
り
な
が
ら
多
く
の
誤
写
を
含
む
の
は
、
数
度
の
転
写
が
重
ね

ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
、
歳
旦
享
受
の
あ
り
方
の
一
端
を
う
か

が
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

四

　

次
に
、
延
宝
三
年
歳
旦
書
付
の
構
成
を
概
観
す
る
。
🄰
ブ
ロ
ッ
ク
前
半
１
～

13
は
、
京
都
の
高
瀬
梅
盛
門
の
歳
旦
三
物
で
あ
る
。
重
尚
は
梅
盛
門
の
小
山

氏
、
寛
文
―
延
宝
期
に
お
け
る
梅
盛
歳
旦
の
常
連
で
あ
る（
注
８
）。
一
房
は
前
掲

延
宝
四
年
正
月
十
三
日
付
書
簡
中
の
梅
盛
歳
旦
に
も
引
付
発
句
一
句
を
寄
せ

る
。
🄰
ブ
ロ
ッ
ク
後
半
14
～
27
は
、
池
田
宗
旦
門
の
歳
旦
三
物
で
あ
る
。
宗
旦

は
も
と
京
都
の
人
で
維
舟
門
、
延
宝
二
年
春
以
来
、
摂
州
伊
丹
に
移
住
し
た
と

さ
れ
る（
注
９
）。
猪
井
・
復
圭
の
両
名
は
延
宝
三
年
歳
旦
以
外
に
は
見
出
せ
な
い

作
者
で
あ
る
が
、
伊
丹
の
人
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

🄱
ブ
ロ
ッ
ク
前
半
28
～
39
は
、
京
都
の
松
江
維
舟
門
の
歳
旦
三
物
で
あ
る
。

元
好
は
広
野
氏
（
注
10
）、
宗
隆
は
中
井
氏
（
注
11
）、
千
之
は
望
月
氏
、
重
昌
は
福

井
氏
（
注
12
）、
春
澄
は
青
木
氏
、
い
ず
れ
も
維
舟
門
の
俳
諧
作
者
で
、
寛
文
―

延
宝
期
の
維
舟
歳
旦
に
し
ば
し
ば
そ
の
名
を
見
る
。
🄱
ブ
ロ
ッ
ク
後
半
40
～
54

は
、
維
舟
門
人
の
歳
旦
発
句
を
列
挙
し
た
引
付
で
あ
る
。
う
ち
、
元
好
（
金

貞
）・
千
之
・
春
澄
・
宗
甫
・
常
之
・
宗
旦
・
夏
夕
の
七
名
は
、
寛
文
十
三
年

の
維
舟
歳
旦
引
付
に
も
見
え
る
（
注
13
）。
な
お
、
51
宗
旦
句
は
実
は
🄰
ブ
ロ
ッ

ク
後
半
15
に
既
出
で
、
宗
旦
み
ず
か
ら
京
都
の
維
舟
に
報
じ
た
歳
旦
が
、
維
舟

歳
旦
の
引
付
と
し
て
採
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

🄲
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
三
物
で
は
な
く
発
句
か
ら
始
ま
る
異
例
の
形
式
を
と
る
。

56
の
作
者
了
味
は
、
寛
文
十
一
年
三
月
刊
『
落
花
集
』
以
下
の
俳
書
に
入
集
す

る
京
都
の
人
で
、
宮
川
氏
。
57
～
68
は
乾
貞
恕
門
の
歳
旦
三
物
で
あ
る
。
貞
恕

の
本
貫
は
越
前
敦
賀
で
、
上
京
し
て
貞
室
門
の
有
力
俳
家
と
し
て
活
躍
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
明
暦
―
万
治
頃
、
大
津
に
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し

い（
注
14
）。
玄
甫
は
、
延
宝
二
年
三
月
刊
『
短
綆
集
』
に
「　
　

 

玄

江
州
大
津
芳
田
氏

甫
」
と
し

て
入
集
す
る
人
物
と
同
一
人
か
。
光
継
は
、
明
暦
二
年
八
月
刊
『
玉
海
集
』
以

下
の
俳
書
に
入
集
す
る
江
州
大
津
住
の
福
田
氏
と
目
さ
れ
る
。
飯
袋
は
、
明
暦

四
年
三
月
跋
刊
『
鸚
鵡
集
』・
寛
文
三
年
十
月
刊
『
早
梅
集
』・
同
十
二
年
七
月

刊
『
大
海
集
』
に
草
津
の
住
人
と
し
て
入
集
す
る
「　
　

重

木
村
氏
飯
袋
子

道
」
の
別
号
か
、

さ
も
な
く
ば
そ
の
親
に
当
た
る
人
物
で
あ
ろ
う
。
引
付
発
句
作
者
74
「
不
数
」

の
肩
書
に
も
「
江
州
膳
所
上
田
氏
」
と
あ
り
、
57
～
76
は
総
じ
て
江
州
貞
恕
門

の
歳
旦
と
推
定
さ
れ
る
。

　

🄳
ブ
ロ
ッ
ク
前
半
の
77
～
91
は
北
村
季
吟
家
の
歳
旦
三
物
お
よ
び
引
付
で
あ

る
こ
と
明
白
で
、
贅
言
は
要
す
ま
い
。
🄳
ブ
ロ
ッ
ク
後
半
92
～
105
は
漢
和
・
和

漢
の
三
物
と
引
付
で
あ
る
。
近
源
に
つ
い
て
は
、
延
宝
二
年
五
月
刊
『
如
意
宝

珠
』
に
入
集
す
る
望
月
（
大
原
）千
之
の
肩
書
「　

 

千

大
原
近
源
子

之
」
が
手
が
か
り
と
な
り
、
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維
舟
門
望
月
千
之
の
別
号
、
も
し
く
は
千
之
の
親
と
推
測
さ
れ
る
。
兀
翁
は
宗

旦
の
伊
丹
移
住
後
の
別
号
と
さ
れ
る（
注
15
）。
水
工
・
桐
天
（
桐
夫
）
に
つ
い
て

は
未
詳
。

　

🄴
ブ
ロ
ッ
ク
106
～
117
は
京
都
の
山
本
西
武
門
の
歳
旦
三
物
で
あ
り
、
118
～
121
は

そ
の
引
付
の
歳
暮
発
句
で
あ
る
。
宗
友
は
山
口
氏
、
正
長
は
青
木
氏
と
し
て
、

延
宝
二
年
五
月
奥
刊
『
大
井
川
集
』
に
「
京
之
住
」
と
し
て
入
集
す
る
人
物
か
。

　

以
上
の
考
証
の
結
果
、
延
宝
三
年
歳
旦
書
付
が
、
京
俳
壇
を
中
心
と
し
つ
つ

も
、
伊
丹
や
大
津
と
い
う
地
方
俳
壇
の
歳
旦
ま
で
収
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
曼
殊
院
蔵
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
の
場
合
、
各
丁
巻
頭
に
延
宝
三
年
歳
旦

で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
が
、
書
付
で
は
巻
頭
に
「
延
宝
三
乙

卯
／
元

日
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
維
舟
歳
旦
冒
頭
の
28
、
季
吟
歳
旦
冒
頭
の

77
に
あ
っ
て
は
、「
元
日
」
と
い
う
前
書
も
「
同
」
の
字
で
代
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
直
前
の
宗
旦
歳
旦
や
貞
恕
歳
旦
と
連
続
す
る
か
の
ご
と

く
、
書
付
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
ど
の
地
域
の
、
ど
の
宗
匠
の
歳
旦
で
あ

る
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
書
付
に
お
け
る
境
目
の
見
え
に
く
さ
は
、
書
付
筆

者
の
杜
撰
が
原
因
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
か
か
る
連
続
性
こ
そ
、
他
門
や
他
地

域
の
歳
旦
も
広
く
書
き
写
し
て
交
換
し
あ
っ
て
い
た
、
近
世
初
期
の
歳
旦
享
受

の
姿
勢
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
翻
っ
て
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
に

目
を
転
じ
れ
ば
、
🄰
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
梅
盛
歳
旦
と
宗
旦
歳
旦
、
🄳
ブ
ロ
ッ

ク
に
お
け
る
季
吟
歳
旦
と
近
源
歳
旦
は
、
同
じ
丁
の
表
裏
に
配
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
た
か
も
一
連
の
歳
旦
で
あ
る
か
の
ご
と
き
錯
覚
を
わ
れ
わ
れ
に
与

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
本
来
別
々
に
発
注
さ
れ
た
歳
旦
で
あ
っ
た

の
を
、
井
筒
屋
に
お
い
て
同
一
丁
の
表
裏
に
刷
り
立
て
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
、『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
で
は
西
武
歳
旦
の
丁
の
裏
に

随
流
歳
旦
が
刻
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
付
は
随
流
歳
旦
を
ま
る
ご

と
欠
く
と
い
う
現
象
も
、
西
武
歳
旦
と
随
流
歳
旦
が
本
来
別
物
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

ま
た
、【
図
版
２
】
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵
『
延
宝

六
年
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
一
丁
表
裏
の
影
印（
注
16
）

で
あ
る
。
表
は
西
武
歳
旦
、

裏
は
貞
竹
歳
旦
、
板
下
筆
跡
の
相
違
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
延
宝
期
に
は
か
く

の
ご
と
く
、
刷
物
の
表
裏
に
別
種
の
歳
旦
を
刻
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

【
図
版
２
】

　
『
延
宝
六
年
歳
旦
三
ッ
物
揃
』
一
丁
表　
　
　
　

同
一
丁
裏
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五

　

些
末
な
問
題
に
拘
泥
し
て
こ
こ
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
近
世
後
期
の
歳
旦
帖
の
姿
を
通
し
て
、
草
創
期
の
歳
旦

を
眺
め
す
ぎ
て
き
た
き
ら
い
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
歳
旦
と
い
う
営
み
を
俳
壇
経
営
上
の
問
題
に
偏
向
し
て
語
る
弊
を
招
く
こ

と
は
な
か
っ
た
か
。
例
え
ば
、
佐
藤
勝
明
「
井
狩
友
静
」（注
1７
）

は
、「
延
宝
期

前
半
ま
で
の
歳
旦
資
料
」
は
「
各
宗
匠
の
歳
旦
帖
に
他
門
の
句
が
混
じ
る
こ
と

は
決
し
て
な
く
、
自
由
な
交
流
の
痕
跡
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指

摘
す
る
。「
歳
旦
帖
は
自
派
の
布
陣
・
作
風
を
公
に
示
す
も
の
と
い
う
意
識
が
、

俳
壇
（
少
な
く
と
も
季
吟
・
梅
盛
ら
の
周
辺
）
で
は
暗
黙
裡
に
共
有
さ
れ
て
」
お
り
、

「
知
足
が
情
報
の
入
手
に
尽
力
し
て
歳
旦
書
留
を
作
る
の
も
、
後
年
の
芭
蕉
が

書
簡
で
し
ば
し
ば
歳
旦
吟
を
話
題
に
す
る
の
も
、
各
門
流
の
あ
り
よ
う
を
象
徴

す
る
も
の
と
し
て
、
歳
旦
帖
を
重
視
す
る
風
潮
が
俳
壇
全
体
に
存
し
て
い
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
も
い
う
。
だ
が
、
自
派
の
勢
力
や
作
風
を
誇
示
す
る

こ
と
が
、
歳
旦
の
本
質
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
草
創
期
に
あ
っ
て
、
歳

旦
は
、
書
付
で
あ
れ
刷
物
で
あ
れ
、
む
し
ろ
自
由
で
開
放
的
な
年
賀
の
配
り
物

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
延
宝
三
年
歳
旦
と
い
う
既
知
の
資
料
を
と
り
あ
げ
、

書
付
と
刷
物
と
い
う
媒
体
の
違
い
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
歳
旦
の
原
点
に
た
ち

返
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
最
後
に
、
元
来
は
祝
儀
物
で
あ
っ
た
は
ず
の
歳

旦
が
、
な
ぜ
、
門
派
意
識
の
象
徴
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、
粗
削
り
な
が
ら
私

見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
元
日
に
発
句
を
詠
む
な
ら
わ
し
は
、
室
町
中
期
、
和
歌
・
漢
詩

の
試
筆
に
付
加
す
る
こ
と
に
始
ま
り
、
室
町
後
期
に
至
っ
て
恒
例
化
し
た
と
さ

れ
て
い
る
が（
注
1８
）、
俳
諧
の
歳
旦
に
言
及
し
た
最
初
期
の
資
料
と
し
て
、
貞
徳

伝
書
『
天
水
抄
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る（
注
1９
）。

　
　

 　

元
日
三
物
、
発
句
・
脇
・
第
三
・
作
者
の
名
付
・
発
句
置
所
、
口
伝
有
。

右
切
紙
の
ご
と
く
、
去
嫌
ひ
も
右
に
同
じ
。
元
日
雪
か
雨
の
時
は
、
押
な

べ
て
其
句
体
也
。
又
、
け
ふ
の
春
・
今
朝
の
春
、
毎
度
の
義
也
。
脇
・
第

三
、
心
得
有
者
也
。

　
　

 　

連
歌
は
其
家
の
風
つ
ぎ
来
り
、
直
人
も
て
は
や
さ
れ
、
三
つ
物
し
侍
る
。

誹
諧
な
れ
ば
と
て
、
さ
も
な
き
と
も
が
ら
、
発
句
・
脇
・
第
三
相
伝
を
も

う
け
ず
、
お
し
ず
い
に
て
家
々
門
々
に
三
つ
物
と
や
ら
ん
書
写
し
も
て
あ

そ
び
侍
事
、
連
歌
の
師
た
る
人
さ
こ
そ
か
た
は
ら
い
た
か
ん
め
る
べ
け

れ
。
誹
諧
も
門
人
多
く
有
、
相
伝
を
得
た
る
は
よ
ろ
し
か
ん
な
ん
。
さ
に

あ
ら
ず
は
か
へ
つ
て
天
命
に
つ
き　

天
満
神
の
御
加
護
に
も
は
づ
れ
な
ん

こ
そ
、
あ
な
や
〳
〵
。
又
は
わ
た
く
し
の
家
の
吉
例
に
て
祝
義
な
ら
ば
、

年
徳
の
棚
よ
り
い
さ
ゝ
か
も
ら
さ
ず
、
朝
な
夕
な
是
を
ぬ
か
づ
き
な
ば
、

寿
福
い
や
ま
し
な
る
べ
し
。

右
の
文
章
は
、
俳
諧
作
者
た
ち
が
、
連
歌
師
を
ま
ね
て
三
物
を
賦
し
て
は
「
書0

写0

し
も
て
あ
そ
」
ん
で
い
た
近
世
初
頭
の
様
相
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。『
天
水

抄
』
は
、
相
伝
も
得
ず
連
歌
の
表
面
的
な
模
倣
に
過
ぎ
な
い
俳
諧
歳
旦
を
、「
か

へ
つ
て
天
命
に
つ
き
」「
天
満
神
の
御
加
護
に
も
は
づ
れ
」
る
行
為
と
し
て
戒

め
つ
つ
、
私
的
な
吉
例
行
事
と
し
て
の
歳
旦
は
、
歳
徳
神
に
供
え
て
他
に
漏
ら

さ
ぬ
よ
う
促
し
て
い
る
。
歳
旦
は
、
か
く
の
ご
と
く
、
神
前
奉
納
を
本
義
と
す

る
営
み
で
あ
っ
た
。
神
明
へ
の
捧
げ
物
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
お
下
が
り

と
し
て
の
歳
旦
書
付
に
は
深
い
祝
儀
性
が
宿
る
と
同
時
に
、
本
来
、
誰
に
対
し

て
も
開
か
れ
た
配
り
物
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
天
水
抄
』
が
「
元
日
雪
か
雨
の
時
は
、
押
し
な
べ
て
其
句
体
也
。

け
ふ
の
春
・
今
朝
の
春
、
毎
度
の
義
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
歳
旦
発
句
は
特
に
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修
辞
的
で
、
型
ど
お
り
の
詠
み
ぶ
り
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
た
。『
滑
稽
太
平
記
』

巻
之
七
「
歳
旦
等
類
の
事
」
は（
注
20
）、
江
戸
の
蝶
々
子
に
よ
る
明
暦
三
丁
酉
年

の
歳
旦
発
句
「
日
の
も
と
や
秋
津
洲
立
の
酉
の
春
」
が
、
京
都
の
則
常
に
よ
る

歳
旦
発
句
「
春
は
け
ふ
秋
津
洲
立
ぞ
酉
の
年
」
と
明
ら
か
な
等
類
句
で
あ
っ
た

と
い
う
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。『
滑
稽
太
平
記
』
は
こ
の
話
を
「
正
し
き
等
類

也
と
い
へ
ど
も
、
境
隔
た
る
に
よ
っ
て
、
意
根
も
な
し
と
也
」
と
結
ぶ
け
れ
ど

も
、
例
え
ば
「
酉
年
」
を
主
題
と
し
て
機
知
を
働
か
せ
た
結
果
、
同
想
同
意
の

句
が
出
来
す
る
の
は
大
い
に
あ
り
得
た
事
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
歳
旦
発
句
集
』

巻
末
「
歳
旦
発
句
集
の
大
旨
」
に
お
い
て
、
井
筒
屋
庄
兵
衛
が
「
発
句
の
す
が

た
、
等
類
を
さ
の
み
に
え
ら
ま
ね
ば
、
書
加
る
書
林
の
巧
者
も
い
ら
ず
」
と
記

し
た
と
お
り（
注
21
）、
歳
旦
発
句
に
お
い
て
、
等
類
に
対
す
る
配
慮
は
ほ
と
ん
ど

必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
類
型
性
と
大
き
く
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
歳
旦
句
に
は
い
っ
ぽ
う

で
、
自
己
を
述
べ
る
器
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
と
思
し
い
。
延
宝
三
年
歳
旦

書
付
を
例
に
と
る
な
ら
、
15
「
大
服
や
老
の
ね
が
ひ
も
み
つ
金
輪
」
が
初
老
を

迎
え
た
宗
旦（
注
22
）

の
感
懐
を
主
題
と
し
、
72
「
の
ん
で
数
の
年
を
へ
ぬ
べ
し

と
そ
の
酒
」
が
十
二
歳
の
少
年
の
長
寿
へ
の
願
い
を
主
題
と
す
る
ご
と
く
、
ひ

と
つ
年
を
重
ね
た
と
い
う
現
実
を
受
け
て
、
作
者
の
述
懐
が
歳
旦
発
句
に
託
さ

れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
、
虚
構
に
基
づ
く
俳
諧
の
世
界
に
あ
っ
て

特
異
な
性
質
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

宗
因
は
、
延
宝
八
年
の
元
日
、「
世
上
誹
諧
風
躰
か
は
れ
る
を
見
給
ひ
て
」、

「
そ
よ
や
そ
よ
昨
日
の
風
躰
一
夜
の
春
」
と
の
歳
旦
発
句
を
詠
ん
だ
と
い
う
（
延

宝
八
年
二
月
刊
『
破
邪
顕
正
返
答
』）。
こ
の
句
は
同
年
八
月
跋
刊
『
阿
蘭
陀
丸
二
番

船
』
の
巻
頭
に
も
据
え
ら
れ
て
流
布
し
、
談
林
末
期
に
お
け
る
俳
風
の
激
し

い
変
転
の
象
徴
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が（
注
23
）、
歳
旦
句
の
特
性
に
照
ら
せ
ば
、

七
十
六
歳
の
春
を
迎
え
た
宗
因
が
、
世
上
の
俳
風
の
激
変
を
我
が
身
の
上
に
置

い
て
抱
い
た
感
慨
こ
そ
、
一
句
の
主
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
政
が
「
俳
諧

惣
本
寺
」
を
初
め
て
標
榜
し
た
の
は
延
宝
六
年
歳
旦
帖
で
あ
り
（
綿
屋
文
庫
蔵
『
延

宝
六
年
俳
諧
三
ッ
物
揃
』）、
惟
中
が
「
西
山
梅
翁
跡
目
」
を
僭
称
し
た
の
も
延
宝

八
年
歳
旦
帖
で
あ
っ
た
（
延
宝
八
年
三
月
奥
刊
『
破
邪
顕
正
返
答
之
評
判
』）。
こ
れ
ら

の
事
例
は
、
自
己
を
述
べ
る
歳
旦
と
い
う
営
み
を
巧
み
に
利
用
し
た
、
俳
壇
新

規
参
入
組
の
戦
略
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

宗
匠
の
門
派
意
識
が
先
に
あ
り
、
歳
旦
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
反
映
の
場
と
し

て
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
歳
旦
帖
も
は
じ
め
か
ら
一
門
一
家
の
偉
容

を
誇
る
た
め
の
具
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
歳
旦
が
本
来
的
に
有
し
て
い
た

祝
儀
物
と
し
て
の
開
放
性
や
、
年
頭
の
消
息
を
伝
え
る
述
懐
性
が
、
井
筒
屋
の

登
場
に
よ
っ
て
刷
物
と
な
り
、
や
が
て
定
期
刊
行
物
と
化
し
た
と
き
、
歳
旦
帖

は
、
宗
匠
の
立
場
や
句
風
を
最
も
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
先
鋭
的
に
体
現
す
る

こ
と
も
可
能
な
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
歳
旦
帖
の
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
成
長
が
か
え
っ
て
、
都
鄙
の
宗
匠
を
刺
激
し
、
門
流
意
識
を
育
ん

で
い
っ
た
側
面
も
看
過
で
き
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
注
１
） 『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
五
十
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
。

 
（
注
２
） 『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
五
十
六
号
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
。

 

（
注
３
） 『
俳
書
の
話
』（
平
成
元
年
、
青
裳
堂
書
店
）
所
収
。

 

（
注
４
） 『
俳
文
学
報 

会
報
大
阪
俳
文
学

研　

究　

会

』
第
四
十
八
号
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
。

 

（
注
５
） 
佐
藤
勝
明
「
望
月
千
之
・
千
春
」（『
芭
蕉
と
京
都
俳
壇
―
蕉
風
胎
動
の
延
宝
・

天
和
期
を
考
え
る
―
』、
平
成
十
八
年
、
八
木
書
店
）
参
照
。

 

（
注
６
） 

延
宝
三
年
板
『
俳
諧
三
ッ
物
揃
』
九
丁
裏
の
義
治
句
「
さ
ほ
姫
の
つ

れ
あ
ひ
な
れ
や
太
郎
月
」
も
同
想
で
あ
る
。

 

（
注
７
） 

森
川
昭
「
鳴
海
眺
望
歌
仙
草
稿
と
延
宝
四
年
歳
旦
掲
載
書
状
」（『
連

歌
俳
諧
研
究
』
第
三
十
五
号
、
昭
和
四
十
三
年
九
月
）
参
照
。
な
お
、
引
用

に
あ
た
っ
て
は
、
読
解
の
便
を
重
視
し
、
わ
た
く
し
に
句
読
点
を
補

い
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

 

（
注
８
） 

佐
藤
勝
明
「
小
山
重
尚
」（『
芭
蕉
と
京
都
俳
壇
―
蕉
風
胎
動
の
延
宝
・
天
和

期
を
考
え
る
―
』）
参
照
。

 

（
注
９
） 

安
田
厚
子
「
池
田
宗
旦
年
譜
稿
」（
島
居
清
編
『
俳
諧
攷
』、
昭
和
五
十
一
年
、

俳
諧
攷
刊
行
会
）
参
照
。

 

（
注
10
） 『
寛
文
比
誹
諧
宗
匠
幷

素　

人

名
誉
人
』
に
「
広
野
四
郎
左
衛
門　
維
舟
三
物
連

衆
金
貞
後
名　

元

好
」
と
あ
る
。

 

（
注
11
） 

維
舟
批
点
の
寛
文
三
年
六
月
十
日
興
行
「
何
舞
」
俳
諧
独
吟
百
韻
に

「 

宗
中
井
氏

隆
」（
寛
文
十
二
年
三
月
奥
刊
『
時
勢
粧
』）
と
見
え
、
寛
文
四
年
九

月
刊
『
佐
夜
中
山
集
』
に
も
「 

宗
中
井
氏

隆
」
と
し
て
入
集
す
る
。『
知
足

書
留
歳
旦
帖
』
寛
文
三
年
条
に
は
「　
　

 

宗

材
木
や
勘
左
ヱ
門

隆
」
と
し
て
載
る
。

 

（
注
12
） 

寛
文
二
年
正
月
刊
『
伊
勢
正
直
集
』
句
引
に
「
京
之
住
」「 

重
福
井

昌
」

と
し
て
入
集
す
る
ほ
か
、
維
舟
撰
書
を
中
心
と
し
た
正
保
―
延
宝
期

の
俳
書
に
入
集
す
る
。

 

（
注
13
） 

柿
衞
文
庫
蔵
『
寛
文
十
三
年
歳
旦
集
』
に
よ
る
。

 

（
注
14
） 

朝
倉
治
彦
「
乾
貞
恕
年
譜
」（『
貞
門
俳
論
集 

下
』
所
収
、
昭
和
三
十
二
年
、

古
典
文
庫
）
参
照
。

 

（
注
15
） （
注
９
）
所
掲
稿
参
照
。

 

（
注
16
） 

図
版
は
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
第
七
巻
『
俳
諧
歳
旦
集　

一
』（
平
成
七
年
、
八
木
書
店
）
所
収
の
影
印
よ
り
転
載
し
た
。

 

（
注
1７
） 『
芭
蕉
と
京
都
俳
壇
―
蕉
風
胎
動
の
延
宝
・
天
和
期
を
考
え
る
―
』

所
収
、（
注
５
）
参
照
。

 

（
注
1８
） 

島
津
忠
夫
「
連
歌
と
年
中
行
事
」（『
島
津
忠
夫
著
作
集　

第
六
巻　

天
満
宮

連
歌
史
』、
平
成
十
七
年
、
和
泉
書
院
）
参
照
。

 

（
注
1９
） 

古
典
俳
文
学
大
系
『
貞
門
俳
諧
集　

二
』（
昭
和
四
十
六
年
、
集
英
社
）

所
収
の
翻
刻
本
文
に
よ
り
つ
つ
、
読
解
の
便
宜
上
、
一
部
わ
た
く
し

に
句
読
点
を
補
っ
た
。

 

（
注
20
） 

引
用
は
古
典
俳
文
学
大
系
『
貞
門
俳
諧
集　

二
』
に
よ
る
。

 

（
注
21
） 

引
用
は
古
典
俳
文
学
大
系
『
貞
門
俳
諧
集　

二
』
に
よ
る
。

 

（
注
22
） （
注
９
）
所
掲
稿
参
照
。

 

（
注
23
） 

今
栄
蔵
「
談
林
俳
諧
史
」（『
初
期
俳
諧
か
ら
芭
蕉
時
代
へ
』、
平
成
十
四
年
、

笠
間
書
院
）
等
参
照
。

付
記　

資
料
の
存
在
に
つ
い
て
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
加
藤
定
彦
先
生
に
深
謝
申

し
あ
げ
ま
す
。

 

（
お
ざ
き
・
ち
か
）
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