
大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

︱
二
世
祇
徳
交
流
圏
に
注
目
し
て

︱

神

谷

勝

広

一

大
小
暦
の
流
行
と
錦
絵
の
進
展

大
小
暦
︱
和
暦
の
月
の
大
小
︵
大
は
三
十
日
︑
小
は
二
十
九
日
︶
を
絵
な
ど

で
工
夫
し
表
現
し
た
暦
︱
の
流
行
が
︑
錦
絵
の
進
展
に
寄
与
し
た
︒
こ
の
こ
と

は
︑
た
と
え
ば
︑
大
久
保
純
一
﹃
浮
世
絵
﹄︵
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
八
年
︶﹁
大

小
暦
の
ブ
ー
ム
﹂
が
︑

二
︑
三
色
し
か
用
い
ら
れ
な
い
紅
摺
絵
と
い
う
不
完
全
な
技
術
は
︑
い

つ
か
は
対
象
の
固
有
色
も
再
現
で
き
る
完
全
な
多
色
摺
へ
と
発
展
す
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
直
接
の
契
機
は
偶
然
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な

こ
と
で
あ
っ
た
︒
完
成
さ
れ
た
多
色
摺
で
あ
る
錦
絵
の
登
場
は
︑
浮
世
絵

版
画
の
歴
史
に
と
っ
て
の
一
大
画
期
で
あ
っ
た
⁝
⁝
幕
臣
諏
訪
頼
武
が
文

政
四
年
︵
一
八
二
一
︶
に
著
し
た
回
想
録
﹃
仮
寝
の
夢
﹄
中
の
﹁
錦
画
之

事
﹂
に
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

今
の
錦
画
は
明
和
の
初
大
小
の
摺
物
殊
外
流
行
︑
次
第
に
板
行
︑

種
々
色
を
ま
じ
へ
︑
大
惣
に
な
り
︑
牛
込
御
旗
本
大
久
保
甚
四
郎
俳

名
巨
川
︑
牛
込
揚
場
阿
部
八
之
進
莎
鶏
︑
此
両
人
専
ら
頭
取
に
而
︑

組
合
を
分
け
︑
大
小
取
替
会
所
々
に
有
之
︒
後
は
湯
嶋
茶
屋
な
ど
を

か
り
︑
大
会
有
之
候
︒
一
両
年
に
而
相
止
︒
右
之
板
行
を
書
林
共
求

め
︑
夫
よ
り
錦
絵
を
摺
︑
大
廻
に
相
成
候
事
︒

⁝
大
小
暦
は
⁝
そ
の
優
劣
が
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
牛
込
旗
本
の
大
久

保
忠
舒
︵
巨
川
︶
と
阿
部
正
寛
︵
莎
鶏
︶
を
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
取
に
戴
い
て
︑

江
戸
の
料
理
茶
屋
の
座
敷
を
借
り
︑
さ
な
が
ら
絵
合
せ
の
ご
と
き
会
が
お

こ
な
わ
れ
た
︒

と
︑
江
戸
期
の
資
料
﹃
仮
寝
の
夢
﹄
を
引
用
し
つ
つ
述
べ
て
い
る
︒
大
小
暦
の

流
行
に
お
い
て
︑﹁
牛
込
御
旗
本
大
久
保
甚
四
郎
俳
名
巨
川
﹂
と
﹁
牛
込
揚
場

阿
部
八
之
進
莎
鶏
﹂
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧
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本
稿
は
︑
巨
川
・
莎
鷄
に
関
す
る
認
識
を
深
め
︑
そ
こ
か
ら
江
戸
座
俳
諧

︵
特
に
二
世
祇
徳
︶
と
の
繋
が
り
や
︑
政
治
状
況
︵
い
わ
ゆ
る
田
沼
時
代
︶
と

の
関
連
に
言
及
す
る
︒

二

先
行
研
究
の
問
題
点

ま
ず
︑
巨
川
と
莎
鶏
に
関
す
る
研
究
で
は
︑
井
上
和
雄
・
森
銑
三
・
小
林
忠

の
論
考
が
重
要
で
あ
る
︒

井
上
和
雄
﹃
浮
世
絵
師
伝
﹄︵
渡
辺
版
画
店
︑
一
九
三
一
年
︶
は
︑
巨
川
に

つ
い
て
︑

⁝
俳
諧
を
よ
く
し
俳
名
を
菊
簾
舎
巨
川
と
い
ひ
︑
俳
人
笠
家
左
簾
の
社
中

た
り
⁝
⁝
一
説
に
彼
を
以
て
春
信
と
同
一
人
な
り
と
し
︑
或
は
﹁
巨
川

工
﹂
と
落
款
あ
る
版
画
を
直
ち
に
彼
の
筆
な
り
と
す
る
も
の
あ
れ
ど
も
︑

そ
は
勿
論
誤
謬
と
謂
ふ
べ
し
︒
蓋
し
其
の
﹁
工
﹂
と
せ
る
は
﹁
考
案
﹂
の

意
味
に
し
て
︑
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
︑
画
は
多
く
春
信
の
筆
成
り
し
も

の
な
り
︒
⁝
⁝

と
言
い
︑
莎
鶏
に
つ
い
て
も
︑

明
和
二
年
の
摺
物
に
﹁
莎
鶏
工
﹂
の
下
に
水
光
洞
の
印
を
し
た
る
も
の
あ

り
︒
或
は
莎
鷄
組
を
押
印
し
た
る
あ
り
︒
⁝
⁝

と
指
摘
す
る
︒
要
点
は
︑

�
巨
川
の
文
化
的
背
景
に
は
俳
諧
が
あ
り
︑
莎
鷄
も
俳
号
と
思
わ
れ
る
別

号
﹁
水
光
洞
﹂
を
持
っ
て
い
た
︒

�
﹁
巨
川
工
﹂﹁
莎
鶏
工
﹂
の
﹁
工
﹂
は
︑
考
案
者
の
意
で
あ
る
︒

と
な
ろ
う
︒

森
銑
三
﹁
春
信
版
画
の
巨
川
と
莎
鶏
﹂
︵﹁
画
説
﹂
六
十
五
号
︑
東
京
美
術
研

究
所
︑
一
九
四
二
年
五
月
︶
が
︑
幕
臣
諏
訪
頼
武
﹃
仮
寝
の
夢
﹄
の
中
に
﹁
錦

画
之
事
﹂
と
い
う
記
述
を
見
出
し
︑
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
る
︒

⁝
巨
川
は
旗
本
の
大
久
保
甚
四
郎
と
い
ふ
人
だ
っ
た
︒
⁝
⁝
︒
寛
修
譜
の

記
載
に
拠
れ
ば
⁝
⁝
五
年
五
月
に
西
城
の
御
書
院
番
に
列
し
た
︒
⁝
⁝
安

永
二
年
十
一
月
に
致
仕
し
︑
六
年
七
月
二
日
に
没
し
た
︒
⁝
⁝

と
し
︑
ま
た
︑

⁝
莎
鷄
の
阿
部
八
之
進
の
方
は
と
い
ふ
と
︑
重
修
譜
の
阿
部
の
箇
所
を
調

べ
た
が
見
つ
か
ら
ぬ
︒
た
ゞ
八
之
丞
正
寛
と
い
ふ
人
が
あ
つ
て
︑
巨
川
の

忠
舒
と
同
じ
く
安
永
六
年
に
歿
し
て
ゐ
る
︒
⁝
⁝
﹁
仮
寝
の
夢
﹂
に
八
之

進
と
し
て
ゐ
る
の
が
八
之
丞
の
誤
だ
つ
た
と
す
れ
ば
︑
莎
鷄
は
こ
の
人
に

な
る
︒

と
述
べ
︑
巨
川
・
莎
鷄
の
素
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
︒

小
林
忠
﹃
浮
世
絵
大
系
�

春
信
﹄
︵
集
英
社
︑
一
九
七
五
年
︶﹁
総
説
﹂
も
注

目
す
べ
き
で
あ
る
︒

⁝
四
時
観
派
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
祇
徳
の
別
号
水
光
洞
︑
祇
明
の
別
号

莎
鶏
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
借
り
て
合
せ
用
い
た
の
が
絵
暦
期
の
水
光
洞
莎

大
小
暦
と
江
戸
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鶏
こ
と
旗
本
阿
倍
正
寛
だ
っ
た
⁝

﹁
水
光
洞
﹂﹁
莎
鶏
﹂
と
い
う
号
の
出
所
を
見
抜
か
れ
た
の
は
慧
眼
と
い
え
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
時
期
的
に
祇
徳
・
祇
明
が
︑
当
該
の
莎
鷄
の
師
と
は
考
え
ら

れ
な
い
︒
よ
っ
て
︑
解
明
す
べ
き
事
柄
は
残
る
︒

次
に
︑
巨
川
の
仲
間
達
﹁
巨
川
連
﹂
や
莎
鶏
の
仲
間
達
﹁
莎
鷄
組
﹂
に
関
す

る
先
行
研
究
も
確
認
し
て
お
く
︒
具
体
的
に
は
︑﹁
巨
川
連
﹂
は
︑
小
林
忠

﹁﹁
工
﹂
案
者

錦
絵
草
創
期
に
お
け
る
絵
暦
や
摺
物
の
企
画
者
﹂︵﹃
原
色
浮
世

絵
大
百
科
事
典
﹄
第
三
巻
︑
一
九
八
二
年
︶
に
よ
っ
て
五
名
が
推
定
さ
れ
て
い

る
︒
落
款
に
﹁
巨
川
連
中
﹂﹁
巨
川
模
写
﹂
な
ど
と
あ
る
こ
と
が
︑
そ
の
根
拠

で
あ
る
︒
一
覧
の
形
で
示
せ
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

義
鳳

巨
川
連
中
義
鳳
工

其
友

自
得
叟
図
巨
川
模
写

故
厓

巨
川
連
中
故
厓
工

芝
房

巨
川
連
中
芝
房
工

里
川

巨
川
連
中
里
川
工

そ
し
て
︑﹁
莎
鶏
組
﹂
の
う
ち
の
六
名
が
︑
松
村
真
佐
子
﹁
錦
絵
成
立
の
一
考

察
﹂︵
鈴
木
俊
幸
編
﹃
出
版
文
化
の
な
か
の
浮
世
絵
﹄︹
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
七

年
︺︶・
小
林
忠
前
出
論
文
で
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
莎
鶏
組
の
印
・
俳
号
の
類

似
・
王
朝
美
人
画
の
組
物
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
︑
そ
の
根
拠
と
さ
れ
た
︒

麦
十

莎
鶏
組
印

夢
鷄

俳
号
の
類
似

莎
鷹

俳
号
の
類
似

花
橘

王
朝
美
人
画
組
物

至
連

王
朝
美
人
画
組
物

木
髪

王
朝
美
人
画
組
物

松
村
・
小
林
の
指
摘
に
よ
っ
て
﹁
巨
川
連
﹂
﹁
莎
鷄
組
﹂
の
存
在
は
確
実
だ
が
︑

ど
の
よ
う
に
巨
川
や
莎
鷄
と
関
わ
っ
て
い
た
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
︒

以
上
︑
先
行
研
究
を
整
理
し
た
︒
改
め
て
問
題
点
を
示
す
︒

�
巨
川
も
莎
鷄
も
俳
諧
と
の
繋
が
り
は
想
像
さ
れ
る
が
︑
不
明
部
分
が
多

い
︒

�﹁
巨
川
連
﹂
も
﹁
莎
鶏
組
﹂
も
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
を
持
っ
た
仲
間
で

あ
っ
た
か
は
︑
未
詳
で
あ
る
︒

三

巨
川
に
関
す
る
検
討

巨
川
と
俳
壇
の
関
係
性
を
考
察
す
る
上
で
︑
巨
川
編
﹃
世
諺
拾
遺
﹄
の
分
析

は
避
け
ら
れ
な
い
︒
従
来
の
説
明
と
し
て
︑
﹃
世
諺
拾
遺
﹄
解
説
部
分
︵
図
録

﹁
錦
絵
の
誕
生
﹂︹
江
戸
東
京
博
物
館
︑
一
九
九
六
年
︺
︶
を
あ
げ
る
︒

﹃
世
諺
拾
遺
﹄

宝
暦
�

年
︵
�

�

�

�

︶

巨
川
の
編
集
し
た
絵
入
り
俳
諧
書
︒
⁝
⁝
巨
川
の
俳
風
は
洒
落
と
滑
稽
を

重
ん
じ
る
江
戸
座
俳
諧
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
巨
川
自
ら
も
挿
絵
を

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧
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描
い
て
い
る
が
︑
そ
の
他
に
奥
村
政
信
・
俵
屋
宗
理
・
石
川
豊
信
と
い
っ

た
専
門
的
な
画
家
の
名
も
見
え
︑
巨
川
の
幅
広
い
交
遊
関
係
を
う
か
が
う

こ
と
が
出
来
る
︒

﹃
世
諺
拾
遺
﹄
は
︑
百
九
十
八
名
が
入
句
し
画
が
添
え
ら
れ
て
い
る
︒

同
書
は
︑
確
か
に
師
匠
左
簾
ほ
か
多
く
の
江
戸
座
俳
諧
の
関
係
者
が
入
句
す

る
︒
左
簾
の
協
力
が
な
け
れ
ば
江
戸
座
関
係
者
を
こ
れ
ほ
ど
集
め
ら
れ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹃
世
諺
拾
遺
﹄
は
︑
基
本
的
に
各
自
一
句
の
た
め
︑

編
者
巨
川
と
の
関
係
の
濃
淡
を
判
断
し
が
た
い
︒

意
外
な
入
句
者
は
︑
年
路
︵
江
戸
座
で
は
な
い
東
武
獅
子
門
の
有
力
者
で
︑

旗
本
山
角
四
郎
左
衛
門
︶
で
あ
る
︒
彼
が
入
句
し
た
理
由
は
︑
西
の
丸
書
院
番

士
と
し
て
巨
川
と
同
僚
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

﹃
世
諺
拾
遺
﹄
が
絵
俳
書
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
挿
絵
担
当
者
に
も

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒
従
来
︑
有
名
な
奥
村
政
信
・
俵
屋
宗
理
・
石
川
豊

信
・
勝
間
龍
水
を
重
視
し
て
い
る
が
︑
彼
ら
は
一
画
あ
る
い
は
二
画
の
み
で
︑

い
わ
ば
︑
お
飾
り
で
あ
る
︒
実
際
に
は
︑
編
者
の
巨
川
︵
三
十
二
画
︶
が
突
出

し
︑
祇
貞
︵
十
画
︶
が
次
に
多
い
︒
巨
川
に
と
っ
て
︑
挿
絵
で
の
協
力
者
祇
貞

は
貴
重
で
あ
る
︒
祇
貞
︵
一
七
二
八
～
一
七
七
九
︶
は
︑
父
の
初
代
祇
徳
没
後
︑

二
世
を
継
承
し
︑
江
戸
座
の
存
義
側
に
属
し
判
者
と
な
り
︑
俳
風
を
父
の
頃
と

は
変
え
て
い
る
︒
そ
し
て
多
数
の
大
名
・
旗
本
を
始
め
︑
夏
目
成
美
・
五
世
市

川
団
十
郎
・
烏
亭
焉
馬
・
一
筆
斎
文
調
・
窪
俊
満
・
湖
龍
斎
・
北
尾
重
政
と
も

関
わ
り
︑
大
き
な
交
流
圏
を
形
成
す
る①

︒

つ
ま
り
︑﹃
世
諺
拾
遺
﹄
の
分
析
か
ら
は
︑
巨
川
に
と
っ
て
︑
俳
諧
の
師
左

簾
・
職
場
の
同
僚
年
路
︑
そ
し
て
絵
で
繋
が
る
祇
貞
︵
後
の
二
世
祇
徳
︶︑
が

重
要
な
存
在
と
い
え
る
︒
で
は
︑
彼
ら
三
人
が
﹁
巨
川
連
﹂
の
工
案
者
と
︑
ど

う
繋
が
っ
て
い
る
の
か
︒

左
簾
関
係
で
は
︑
其
友
が
注
目
さ
れ
る
︒
宝
暦
六
年
刊
﹃
俳
諧
た
ま
尽
し
﹄

に
お
い
て
︑
左
簾
と
と
も
に
連
句
へ
参
加
し
て
い
る
︒
左
簾
と
の
繋
が
り
で
︑

其
友
は
巨
川
連
中
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

年
路
は
︑
本
人
自
身
が
大
小
暦
︵﹁
見
立
雨
乞
小
町
﹂・
年
路
工
﹁
年
路
﹂・

画
は
春
信
か
・
明
和
三
年
︶
を
作
成
し
て
い
る
︒
同
作
は
七
枚
組
で
あ
る
こ
と

か
ら
︑
琴
雅
・
五
樓
と
そ
の
他
現
在
未
詳
の
三
名
が
年
路
と
一
つ
の
グ
ル
ー
プ

を
形
成
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
東
武
獅
子
門
系
俳
書
﹃
二
夜
歌
仙
﹄︵
明
和
五
年

刊
︶
に
は
︑
年
路
と
と
も
に
巨
川
連
中
の
芝
房
も
入
句
し
て
い
る
︒
芝
房
は
年

路
を
介
し
て
巨
川
連
中
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

つ
ま
り
︑
巨
川
は
︑
俳
諧
の
師
左
簾
や
︑
俳
諧
の
系
統
と
し
て
は
異
な
る
が

同
僚
だ
っ
た
年
路
と
関
わ
り
な
が
ら
︑
大
小
暦
の
流
行
を
先
導
し
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
︒

こ
こ
で
不
審
を
覚
え
る
の
は
︑
祇
貞
︵
明
和
期
に
は
二
代
祇
徳
に
な
っ
て
い

る
︒
以
下
で
は
二
世
祇
徳
と
す
る
︶
と
﹁
巨
川
連
﹂
の
接
点
が
見
つ
か
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
︒
二
世
祇
徳
は
︑
大
小
暦
の
流
行
と
無
関
係
だ
っ
た
の
か
︒

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

二
一
四



実
は
︑
二
世
祇
徳
は
︑
莎
鷄
を
含
め
た
複
数
の
自
分
の
弟
子
を
大
小
暦
の
流

行
に
関
与
さ
せ
て
い
た
︒

三

莎
鶏
に
関
す
る
検
討

莎
鶏
が
誰
を
俳
壇
の
師
と
し
て
い
た
か
は
未
確
定
だ
っ
た
︒
そ
こ
で
改
め
て

当
時
の
俳
書
を
調
査
し
た
結
果
︑
二
世
祇
徳
の
歳
旦
帖
に
句
を
入
れ
て
い
た
︒

つ
ま
り
︑
二
世
祇
徳
こ
そ
が
莎
鷄
の
師
で
あ
る
︒

宝
暦
十
三
年
歳
旦
帖
︑

御
庭
と
そ
囀
り
初
ぬ
百
千
鳥

水
光
洞
莎
鶏
子

恋
な
ら
ぬ
師
走
の
中
の
芥
川

仝

ふ
と
こ
ろ
て
肌
を
ぬ
き
た
る
梅
見
哉

仝

明
和
四
年
歳
旦
帖
帖
冒
頭
の
三
つ
物

一
雫
漏
剋
よ
り
そ
国
の
春

自
在
庵
祇
徳

浮
橋
こ
ゝ
に
門
松
の
注
連

莎
鶏

其
声
も
歌
詠
鳥
の
名
に
め
て
ゝ

楽
水

蓬
莱
の
真
砂
ひ
ろ
は
ん
磯
馴
松

水
光
洞
莎
鶏

帆
も
十
分
に
御
船
乗
始

祇
徳

佐
保
姫
の
春
ま
つ
梅
の
伏
籠
哉

仝

莎
鶏
と
二
世
祇
徳
の
関
係
が
確
定
し
た
こ
と
で
︑
明
和
初
の
大
小
暦
の
工
案

者
に
関
す
る
情
報
も
得
ら
れ
る
︒
既
に
﹁
莎
鶏
組
﹂
と
推
定
さ
れ
て
い
た
至

連
・
木
髪
も
二
世
祇
徳
に
繋
が
っ
て
お
り
︑
さ
ら
に
従
来
莎
鶏
と
の
関
係
を
見

出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
帯
河
︵
﹁
扇
を
つ
く
る
美
人
﹂・
帯
河
工
・
明
和
二
年
︶

も
︑
同
門
と
判
明
す
る
︒

至
連
は
︑

明
和
四
年
の
二
世
祇
徳
歳
旦
帖
に
︑

う
つ
り
気
の
梅
や
師
走
の
人
来
る

至
連

木
髪
は
︑

宝
暦
十
三
年

む
め
か
香
や
入
相
の
鐘
は
ま
た
寒
し

木
髪
子

宝
暦
十
四
年
︵
明
和
元
年
︶

春
雨
や
つ
い
と
眠
た
き
小
松
原

木
髪

み
と
り
子
を
抱
は
忘
る
ゝ
師
走
か
な

木
髪

明
和
二
年

余
所
の
子
の
わ
る
さ
も
見
へ
ぬ
師
走
哉

木
髪
子

明
和
三
年

何
焚
て
野
路
の
煙
や
春
の
雨

木
髪
子

入
相
の
鐘
に
春
や
見
ゆ
ら
ん
年
の
宿

木
髪
子

安
永
七
年

又
ふ
ゑ
る
と
し
の
宝
そ
老
の
春

春
窓
木
髪

明
れ
は
二
条
の
番
な
れ
は

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

二
一
五



先
越
へ
ん
年
の
関
路
の
伊
達
道
具

仝

そ
し
て
︑
帯
河
も
︑

宝
暦
十
三
年

ひ
ら
き
け
り
香
も
実
も
籠
て
花
の
春

帯
河
子

御
福
引
の
第
一
の
福

祇
徳

と
し
越
に
根
津
の
社
の
祓
哉

仝

宝
暦
十
四
年
︵
明
和
元
年
︶

梅
か
香
や
廿
五
日
の
人
通

帯
河
子

明
和
四
年
冒
頭
の
三
つ
物

余
か
本
復
せ
し
を
祝
し
て

丈
夫
な
る
鶴
の
あ
ゆ
み
や
家
の
春

帯
河

御
庭
流
石
に
元
日
の
岸

祇
徳

年
の
内
に
春
か
き
た
て
て
花
や
梅

仝

至
連
の
素
性
は
不
明
だ
が
︑
木
髪
は
︑
旗
本
き
っ
て
の
名
家
で
あ
っ
た
本
多

忠
弘
︵
大
番
頭
で
七
千
石
︶
で
あ
る②

︒
帯
河
は
﹁
帯
河
子
﹂
と
あ
る
︒
二
世
祇

徳
歳
旦
帖
で
は
大
名
・
旗
本
ク
ラ
ス
の
人
物
に
は
﹁
子
﹂
を
付
す
こ
と
が
あ
る

の
で
︑
帯
河
の
身
分
も
大
名
あ
る
い
は
旗
本
と
推
測
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二

世
祇
徳
の
門
人
が
集
団
と
し
て
大
小
暦
の
流
行
に
関
与
し
て
い
た
︒

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
巨
川
は
二
世
祇
徳
が
祇
貞
と
号
し
て
い
た
時
期
か
ら

親
し
い
︒
そ
し
て
︑
莎
鶏
が
二
世
祇
徳
に
師
事
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
二

世
祇
徳
は
︑
巨
川
・
莎
鶏
の
両
方
と
大
小
暦
の
流
行
時
に
深
く
繋
が
っ
て
い
た

の
で
あ
る
︒

で
は
︑
二
世
祇
徳
と
巨
川
・
莎
鶏
の
関
係
を
︑
ど
う
捉
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
か
︒
稿
者
は
︑
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
︒
大
小
暦
の
流
行
に
お
い
て
︑
表

向
き
に
は
︑
旗
本
の
二
人
を
担
ぐ
が
︑
二
世
祇
徳
こ
そ
が
巨
川
・
莎
鶏
の
背
後

で
実
質
的
に
仕
切
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
関
係
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
二
世
祇
徳
に
は
︑

さ
ら
に
大
物
の
権
力
者
が
後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
は
誰
な

の
か
︒

四

二
世
祇
徳
の
後
ろ
盾

︱
本
堂
親
房
と
そ
の
実
父
板
倉
勝
清
︱

こ
こ
で
︑
李
冠
の
俳
号
を
持
っ
て
い
た
人
物
に
注
目
し
た
い
︒
江
戸
座
俳
諧

の
秀
国
は
︑
勝
間
竜
水
か
ら
魚
介
類
の
画
稿
を
請
い
受
け
︑
門
人
・
知
人
に
発

句
を
募
る
︒
そ
れ
を
宝
暦
十
二
年
に
絵
俳
書
﹃
海
幸
﹄︵
大
本
二
冊
︑
総
数
六

十
丁
︶
と
し
て
刊
行
す
る
︒
そ
の
冒
頭
が
李
冠
の
句
で
あ
る
︒

○
こ
い

鯉

為
魚
王

有
五
色
名
曰

赤
驥

青
馬

黒
駒

白
騏

黄
騅

一
種
通
身
紅
如
金
鯉
尾
如
鳧
或
三
岐
曰
金
鳧
魚

赤
鯉
を
俗
に
ひ
こ
い

と
云

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

二
一
六



む
ら
さ
き
に
ゆ
か
り
あ
り

か
き
つ
は
た
か
い
し
け
江
戸
の
洗
鯉

李
冠
子

江
戸
座
俳
諧
に
お
い
て
︑
李
冠
が
特
別
な
立
場
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
︒

こ
の
李
冠
が
︑
宝
暦
末
か
ら
明
和
初
に
か
け
て
︑
二
世
祇
徳
歳
旦
帖
︵
し
か

も
冒
頭
︶
に
句
を
入
れ
て
い
る
︒

祇
貞
︵
二
世
祇
徳
︶
宝
暦
十
一
年
歳
旦
帖
の
実
質
的
冒
頭

乗
初
の
午
も
新
し
花
の
春

李
冠
子

御
門
き
り
ゝ
し
と
元
日
の
栄

祇
貞

宝
暦
十
三
年
歳
旦
帖
冒
頭

元
日
や
世
に
東
の
い
ち
し
る
し

自
在
庵
祇
貞
改
祇
徳

鶯
は
梅
鶏
は
門
松

李
冠
子

宝
暦
十
四
年
︵
明
和
元
年
︶
歳
旦
帖
冒
頭

人
の
跡
に
我
見
見
は
や
さ
ん
花
の
春

祇
徳

巍
々
蕩
々
と
門
の
松
竹

李
冠
子

︿
中
略
﹀愛

山
下
に
春
を
迎
て

初
日
影
幸
明
の
烏
森

田
爪
庵
李
冠
子

造
酒
と
隣
れ
る
御
鏡
餅

祇
徳

明
和
二
年
歳
旦
帖
冒
頭

元
日
や
行
か
ふ
人
に
貧
相
な
き

自
在
庵
祇
徳

松
優
に
竹
直
な
る
春

李
冠
子

︿
中
略
﹀

松
立
ぬ
在
番
城
も
春
は
来
ぬ

田
爪
庵
李
冠
子

鶴
に
初
日
に
御
太
鼓
の
鶴

祇
徳

難
波
津
の
春
を
向
ふ
に
年
の
岸

仝

李
冠
は
い
っ
た
い
誰
か
︒
条
件
と
し
て
は
︑
ま
ず
宝
暦
十
四
年
歳
旦
の
前
書

に
見
え
る
﹁
愛
山
下
﹂
︵
愛
宕
山
下
︶
に
屋
敷
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
加
え

て
明
和
二
年
歳
旦
句
か
ら
当
時
﹁
難
波
津
﹂
︵
大
坂
︶
で
﹁
在
番
﹂
を
し
て
い

た
こ
と
も
必
須
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
者
は
︑
八
千
石
を
有
し
大

番
頭
を
務
め
て
い
た
本
堂
親
房
し
か
い
な
い
︒
明
和
二
年
武
鑑
に③

︑

大
坂
御
城
御
在
番
大
番
頭
八
月
代
リ

八
千
石

あ
た
こ
の
下

本
堂
伊
豆
守

と
あ
る
︒

し
か
も
︑
彼
の
実
父
は
上
野
安
中
藩
主
の
板
倉
勝
清
で
あ
っ
た
︒
板
倉
の
主

要
な
経
歴
は
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
以
上
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
者
は
︑
当

時
︑
田
沼
意
次
の
み
で
あ
る
︒

享
保
二
十
年

︵
一
七
三
五
)

寺
社
奉
行
︑
若
年
寄

宝
暦
十
年

︵
一
七
四
九
)

側
用
人

明
和
四
年

︵
一
七
六
七
)

西
の
丸
老
中

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

二
一
七



明
和
六
年

︵
一
七
六
九
)

老
中

板
倉
は
田
沼
意
次
と
と
も
に
長
く
老
中
職
を
務
め
る
︒
田
沼
時
代
に
お
け
る
最

高
レ
ベ
ル
の
要
人
と
い
え
る
︒

大
小
暦
の
流
行
に
は
︑
幕
閣
の
中
枢
に
い
た
本
堂
親
房
・
板
倉
勝
清
父
子
の

存
在
も
看
過
し
が
た
い
︒

五

田
沼
時
代
の
政
治
と
文
化

錦
絵
の
進
展
に
大
小
暦
の
流
行
が
寄
与
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
大
小
暦
の
流

行
の
文
化
的
あ
る
い
は
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
未
詳
な
部
分
が

多
か
っ
た
︒

今
回
︑
大
小
暦
の
流
行
に
お
い
て
﹁
頭
取
﹂
と
見
な
さ
れ
て
き
た
巨
川
・
莎

鶏
が
江
戸
座
俳
諧
の
二
世
祇
徳
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
︑
二
世
祇
徳
こ
そ
が

仕
切
り
役
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
二
世
祇
徳
の
背
後
に

は
板
倉
勝
清
・
本
堂
親
房
父
子
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

明
和
・
安
永
期
の
江
戸
で
は
︑
絵
画
︵
錦
絵
︶
と
文
芸
︵
俳
諧
︶
が
有
機
的

に
結
び
つ
い
て
い
る
︒
明
和
・
安
永
期
は
︑
田
沼
意
次
が
権
力
の
中
枢
に
い
た

田
沼
時
代
で
あ
る
︒
藤
田
覚
︵
日
本
近
世
の
歴
史
�

﹃
田
沼
時
代
﹄︹
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
一
二
年
︶﹁
五

発
展
す
る
田
沼
時
代
の
文
化
﹂︶
は
︑
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
︒

田
沼
意
次
は
︑
子
孫
に
遺
し
た
遺
訓
の
な
か
で
︑
家
来
た
ち
に
学
問
と

武
芸
に
心
が
け
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
︒
そ
れ
は
武
家
の
遺
訓
・
家
訓
と

し
て
あ
り
ふ
れ
て
い
る
が
︑

武
芸
心
が
け
候
う
え
︑
余
力
を
も
っ
て
遊
芸
い
た
し
候
義
は
勝
手
次

第
︑
差
し
と
め
る
に
及
ば
ず
候
こ
と
︑
た
だ
し
︑
不
埒
な
る
遊
芸
は

致
さ
せ
ま
じ
き
こ
と

と
い
う
の
は
珍
し
い
︒
不
埒
な
遊
芸
は
駄
目
だ
と
い
う
も
の
の
︑
武
芸
に

励
ん
だ
あ
と
の
余
暇
に
遊
芸
を
嗜
む
こ
と
は
自
由
に
さ
せ
よ
︑
と
い
う
︒

⁝
老
中
職
に
あ
る
大
名
が
︑
家
来
が
風
雅
の
世
界
に
親
し
み
︑
遊
芸
を
親

し
む
こ
と
を
許
容
す
る
︑
と
い
う
こ
と
は
︑
武
士
が
風
雅
や
芸
能
の
世
界

に
遊
ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
武
士
︑

と
く
に
江
戸
在
住
の
武
士
が
︑
文
化
の
担
い
手
と
し
て
登
場
す
る
背
景
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
︒︵
傍
線
稿
者
︶

こ
の
指
摘
は
︑
重
要
な
も
の
と
考
え
る
︒

既
に
︑
拙
稿
で
述
べ
た
が
︑
複
数
の
田
沼
派
幕
閣
を
含
め
︑
多
く
の
大
名
・

旗
本
が
二
世
祇
徳
の
歳
旦
帖
に
入
句
し
て
い
る
︒
特
に
︑
常
陸
笠
間
藩
主
牧
野

貞
長
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
︒
彼
は
︑
奏
者
番
・
寺
社
奉
行
・
大
坂
城
代
・
京

都
所
司
代
を
歴
任
し
︑
老
中
ま
で
昇
進
し
た
だ
け
で
な
く
︑
牧
野
の
息
子
と
田

沼
の
孫
娘
が
結
婚
し
て
お
り
︑
田
沼
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
︒
彼
も
ま
た
正

し
く
幕
閣
の
中
枢
に
い
た
人
物
で
あ
る
︒
当
時
︑
大
名
・
旗
本
は
︑
こ
れ
ま
で

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

二
一
八



の
想
像
以
上
に
文
化
に
深
く
関
与
し
て
い
た④

︒

本
稿
で
は
︑
浮
世
絵
と
俳
諧
︑
そ
し
て
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
︒

今
後
は
さ
ら
に
広
い
視
野
で
調
査
・
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

注①

拙
稿
﹁
窪
俊
満
と
江
戸
俳
諧
﹂︵﹁
浮
世
絵
芸
術
﹂
一
七
五
号
︹
国
際
浮
世
絵
学
会
︑

二
〇
一
九
年
二
年
︺︶︒

②

拙
稿
﹁
幕
府
役
職
者
と
二
世
祇
徳
交
流
圏
﹂︵﹁
連
歌
俳
諧
研
究
﹂
一
三
六
号
︹
俳

文
学
会
︑
二
〇
一
九
年
一
月
︺︶︒

③

﹃
江
戸
幕
府
役
職
武
鑑
編
年
集
成
十
三
巻
﹄︵
東
洋
書
林
︑
一
九
九
七
年
︶︒

④

②
に
同
じ
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
日
本
近
世
文
学
会
令
和
元
年
度
春
季
大
会
︵
鶴
見
大
学
︑
六
月
九

日
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
﹁
大
小
暦
と
二
世
祇
徳
﹂
の
前
半
部
分
を
加
筆
・
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
︒

大
小
暦
と
江
戸
座
俳
諧

二
一
九


