
俳
譜
資
料
を
他
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
資
料
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
多
様
性
を
大

き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
種
類
や
形
態
に
は
様
々
な

も
の
が
あ
り
。
現
在
ま
で
残
存
し
て
い
る
量
も
膨
大
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
的
な
拡

が
り
も
大
き
い
。
散
文
の
各
ジ
ャ
ン
ル
は
も
ち
ろ
ん
、
韻
文
の
和
歌
や
漢
詩
と
比
較

し
て
も
、
以
上
の
諸
点
を
俳
譜
資
料
の
特
徴
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
膨
大
な
資
料
は
、
果
た
し
て
充
分
に
こ
れ
ま
で
の
俳
譜
研
究
に
利

用
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
調
査
先
で
出
会
う
資
料
の
中
に
は
、
ま
だ
ま
だ
充
分
に

調
査
の
及
ん
で
い
な
い
俳
譜
資
料
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
資
料
が
、
こ

れ
ま
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ

ま
で
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
資
料
を
調
査
す
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
俳
譜
資
料
の
特
徴
と
、
そ
の
調
査
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
「
近
世
に
お
け

る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に 俳

譜
資
料
の
特
性

ｌ
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
と
い
う
視
点
か
ら
Ｉ

さ
ま
ざ
ま
な
形
態
と
目
的
を
持
つ
俳
譜
資
料
を
、
便
宜
的
に
Ａ
・
俳
普
、
Ｂ
・
点

取
俳
譜
資
料
・
月
次
俳
譜
資
料
、
Ｃ
・
筆
跡
資
料
、
Ｄ
・
そ
の
他
に
分
類
し
て
列
挙

し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

○
俳
譜
資
料

Ａ
，
俳
書
（
版
本
・
写
本
・
稿
本
）

・
発
句
集
・
連
句
集

・
類
題
句
集
・
俳
文
集

・
俳
論
書
・
作
法
書

・
詠
草
・
日
記

Ｂ
・
点
取
俳
譜
資
料
・
月
次
俳
譜
資
料

・
点
巻
・
点
帖

・
点
印
・
点
印
譜

一
俳
譜
資
料
の
多
様
性

伊
藤
善
隆

・
評
点
記
録
帳

・
募
句
チ
ラ
シ

・
句
合

・
紀
行

・
伝
書

・
書
目

・
高
点
句
集

・
返
草

・
家
集

・
季
寄

・
注
釈
書
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こ
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
の
俳
譜
研
究
で
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
Ａ
の
俳
書
で
あ

る
。
俳
普
は
冊
子
体
の
文
学
資
料
で
あ
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｂ
～
Ｄ
の
俳
譜
資
料
は
、
か
な
ら
ず
し
も
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
図
書
館
が
積
極
的
に
は
収
蔵
し
な
い
で
あ
ろ
う
も
の

が
含
ま
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
Ｂ
と
Ｄ
に
分
類
し
た
う
ち
、
点
印
や
文
台
、
俳
額
、
芭
蕉
像
は
図
書

で
は
な
い
。
ま
た
、
Ｃ
に
分
類
し
た
短
冊
、
懐
紙
、
色
紙
、
画
賛
、
書
簡
も
、
図
書

で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
た
俳
書
ば
か
り
を
研
究
対
象
と
し
て

い
て
も
、
俳
譜
史
の
全
貌
は
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

国
文
学
研
究
資
料
館
基
幹
研
究
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
（
代

表
・
大
高
洋
司
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
調
査
対
象
と
さ
れ
た
八
戸
南
部
家
の
俳
譜
資

料
の
場
合
、
Ａ
・
Ｂ
は
八
戸
市
立
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｃ
・
Ｄ
は
八
戸

市
博
物
館
や
、
八
戸
俳
諾
倶
楽
部
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
戸
の
俳

譜
に
つ
い
て
総
合
的
に
調
査
を
す
す
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
八
戸
の
図
書
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
資
料
に
拠
る
だ
け
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ｃ
・
筆
跡
資
料

・
短
冊

・
書
簡

Ｄ
・
そ
の
他

・
人
名
録

・
俳
額

・
俳
譜
一
枚
摺

・
碑
文
（
拓
本
）

・
懐
紙

・
色
紙

・
番
付
・
文
台

・
芭
蕉
像
（
絵
画
・
彫
刻
な
ど
）

・
画
賛

八
戸
の
場
合
に
は
、
比
較
的
近
年
に
八
戸
市
博
物
館
で
関
連
の
展
覧
会
が
開
催
さ

れ
、
そ
の
折
に
刊
行
さ
れ
た
図
録
（
注
ｌ
）
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
資
料
の
所
在
に
つ

い
て
、
以
上
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
の
地
域
で
は
、
多
く
の

場
合
、
そ
う
し
た
情
報
が
な
い
。
つ
ま
り
、
各
地
の
俳
譜
の
享
受
の
あ
り
方
を
探
る

こ
と
の
困
難
さ
は
、
こ
う
し
た
点
に
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
俳
譜
研
究
を
行
う
上
で
重
要
な
俳
譜
資
料
を
多
数
収
蔵
す
る
機

関
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
に
は
、

一
七
、
○
○
○
点
余
の
俳
書
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館

に
は
、
酒
竹
文
庫
に
四
六
七
一
点
、
竹
冷
文
庫
に
一
四
五
二
点
、
知
十
文
庫
に

四
五
四
点
の
俳
書
が
そ
れ
ぞ
れ
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
公
益
財
団
法
人
柿
衞
文
庫
に

は
、
俳
書
三
五
○
○
点
と
真
跡
類
三
○
○
○
点
余
が
収
蔵
さ
れ
る
（
注
２
）
。

現
在
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
資
料
を
抜
き
に
し
て
俳
譜
研
究
を
遂
行
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

も
、
近
代
に
な
っ
て
俳
譜
研
究
の
た
め
に
収
集
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
俳
譜
資
料
の
集
積
は
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
中

興
期
以
降
の
俳
人
た
ち
が
、
芭
蕉
の
伝
記
や
作
品
の
研
究
の
た
め
に
俳
書
や
遺
墨
を

蒐
集
し
た
り
、
近
世
後
期
の
柳
亭
種
彦
が
考
証
随
筆
の
材
料
な
ど
と
し
て
貞
門
や
談

林
期
の
古
俳
書
を
収
集
し
た
り
し
て
い
た
（
注
３
）
。
し
か
し
、
近
世
の
場
合
に
も
近

代
の
場
合
に
も
共
通
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
俳
諾
資
料
の
収
集
と
俳
譜
研
究
と

は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
俳
譜
資
料
の
収
集
の

中
心
は
、
基
本
的
に
は
俳
書
の
収
集
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
先
に
名
前
を
挙
げ
た
、
綿
屋
文
庫
や
柿
衞
文
庫
に
は
、
芭
蕉
や
蕪
村
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さ
て
、
前
節
で
は
、
芭
蕉
や
蕪
村
な
ど
の
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
江
戸
時
代
の

俳
人
た
ち
の
営
為
は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
俳

譜
史
は
、
以
下
の
九
つ
の
区
分
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
従
来

の
俳
諾
研
究
の
中
心
は
、
何
と
言
っ
て
も
こ
の
う
ち
の
④
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い

だ
ろ
う
。

を
中
心
と
し
た
真
跡
類
も
多
数
収
蔵
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
芭
蕉
や
蕪
村
が

重
要
視
さ
れ
る
と
い
う
研
究
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
そ
う

し
た
一
部
の
有
名
俳
人
を
除
け
ば
、
そ
の
筆
跡
資
料
を
図
書
館
や
文
庫
が
積
極
的
に

収
集
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、
芭
蕉
や
蕪
村
な
ど
一

部
の
有
名
俳
人
を
除
け
ば
、
江
戸
時
代
の
俳
人
た
ち
の
営
為
が
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
反
映
な
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
、
私
た
ち
が
利
用
で
き
る
俳
譜
資
料
の
大
部
分
は
、
江

戸
時
代
当
時
、
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
た
俳
書
ば
か
り
を
研
究
対
象
と
し
て
い
て
も
、

実
際
の
「
俳
譜
」
と
い
う
文
芸
享
受
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
し
た

が
っ
て
俳
譜
史
の
全
貌
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

①
室
町
俳
譜
（
宗
鑑
と
守
武
）

②
貞
門
俳
譜
（
貞
徳
と
そ
の
門
人
）

二
研
究
対
象
と
資
料
の
偏
在

た
し
か
に
、
④
の
一
時
代
を
画
し
た
芭
蕉
は
俳
譜
史
上
に
傑
出
し
た
存
在
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
極
端
に
言
え
ば
、
③
以
前
の
時
代
の
価
値
は
④
を
準
備
し
た
時
代

と
し
て
の
価
値
で
あ
り
、
⑤
以
後
の
時
代
は
④
の
達
成
か
ら
の
堕
落
の
歴
史
で
あ

る
、
と
い
う
見
方
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
に
は
、
芭
蕉
没
後
の
享
保
期
を

「
暗
黒
時
代
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
対
比
と
し
て
「
中
興
期
」
と
い
う
言

い
方
も
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

俳
諾
研
究
の
中
心
が
、
④
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
芭
蕉
没
後

に
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
俳
譜
一
枚
摺
や
点
取
俳
譜
資
料
、
月
並
俳
譜
資

料
が
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
、
近
代
以
降
の
俳
譜
資
料
の
集
積
に
お
い

て
も
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
前
節
で
挙
げ
た
、
各
文
庫
の
資
料
収
集
と
公

開
の
状
況
に
も
、
芭
蕉
中
心
の
俳
譜
史
観
が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
近
世
期
に
蔵
書
形
成
が
な
さ
れ
た
文
庫
の
調
査
で
は
、
右
に
あ
げ
た
資

③
談
林
俳
譜
（
宗
因
と
西
鶴
）

④
蕉
風
俳
譜
（
芭
蕉
と
門
人
、
現
在
は
蕉
門
に
限
定
せ
ず
「
元
禄
俳
譜
」
と
も
。
）

⑤
享
保
期
～
宝
暦
期
（
都
市
俳
譜
と
地
方
俳
譜
、
以
前
は
「
暗
黒
時
代
」
と
も
。
）

⑥
明
和
期
～
天
明
期
（
蕪
村
時
代
、
「
中
興
期
」
と
も
。
）

⑦
化
政
期
（
一
茶
時
代
）

③
天
保
期
～
幕
末
期
（
月
並
俳
諾
）

⑨
明
治
期
以
後
（
旧
派
と
新
派
）

29



料
体
が
豊
富
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
俳

譜
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
俳
譜
」
と
い
う
文
芸
享
受
の
実
態
が
見

え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
俳
譜
資
料
を
調
査
す
る
意
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
点
に
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
確
認
す
る
た
め
、
前
章
で
Ａ
～
Ｄ
と
し
て
分
類
し
た
各
資

料
体
の
う
ち
に
は
、
俳
譜
一
枚
摺
を
は
じ
め
と
し
て
、
年
代
に
よ
っ
て
偏
在
す
る
俳

譜
資
料
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

つ
ま
り
、
虫
損
に
よ
る
浬
滅
や
火
災
に
よ
る
焼
失
な
ど
、
様
々
な
要
因
で
資
料
が

無
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
古
い
時
代
の
資
料
よ
り
も
新
し
い
時
代
の
資

料
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
俳
譜
資
料
の
場
合
、

け
っ
し
て
時
間
の
経
過
だ
け
が
原
因
と
な
っ
て
資
料
の
残
り
方
を
左
右
す
る
の
で
は

な
い
。
そ
の
時
代
時
代
の
俳
人
た
ち
の
興
味
関
心
や
流
行
、
あ
る
い
は
俳
譜
の
楽
し

み
方
や
仕
組
み
（
シ
ス
テ
ム
）
の
変
化
に
つ
れ
て
、
も
と
も
と
制
作
さ
れ
た
資
料
の

種
類
や
量
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
、
資
料
の
残
り
方
の
偏
在
の
大

き
な
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ｄ
の
俳
譜
一
枚
摺
（
注
４
）
は
ど
う
か
。
俳
譜
一
枚
摺
と
は
、
錦
絵
の

よ
う
な
売
り
物
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
現
在
の
年
賀
状
の
よ
う
に
、
俳
人
た
ち
同
士

が
お
互
い
に
交
換
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
中
期
か
ら
幕
末
・
明
治
期
を
経
て
昭
和

の
戦
前
期
ま
で
、
じ
つ
に
数
多
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、

俳
人
た
ち
の
活
動
に
は
不
可
欠
の
媒
体
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
従
来
の
俳
譜
研
究
で
、
俳
諾
一
枚
摺
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

か
つ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
主
に
つ
ぎ
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
俳
譜
一
枚
摺
の
制
作
が
始
ま
っ
た
の
が
、
芭
蕉
没
後
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
現
存
す
る
最
も
古
い
俳
譜
一
枚
摺
は
「
元
禄
十
五
年
歳
旦
摺
物
十
二
種
帖
」

（
柿
衞
文
庫
蔵
）
だ
が
、
芭
蕉
が
没
し
た
の
は
元
禄
七
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

芭
蕉
を
研
究
の
中
心
に
据
え
る
限
り
、
直
接
的
に
は
関
わ
ら
な
い
で
済
む
資
料
体
な

の
で
あ
る
。

ま
た
、
俳
諾
一
枚
摺
に
は
多
く
の
場
合
挿
絵
が
添
え
ら
れ
る
が
、
狂
歌
摺
物
の
よ

う
に
著
名
な
浮
世
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
は
ご
く
一
部
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
美
術

館
や
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
い
。

そ
し
て
、
文
学
資
料
で
あ
り
な
が
ら
冊
子
で
は
な
い
た
め
、
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ

る
こ
と
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
で
、
俳
譜
一
枚
摺
が
そ
れ
と
し
て
注

目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
、
Ｂ
の
点
取
俳
諾
資
料
（
点
帖
・
高
点
句
集
・
点
印
譜
・
点
印
）
は
ど
う

か
。
江
戸
座
の
宗
匠
た
ち
の
活
動
を
支
え
た
大
名
の
点
取
俳
譜
が
盛
ん
に
な
る
の

は
、
や
は
り
⑤
以
降
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
名
点
取
俳
譜
の
シ
ス
テ
ム
の
大
枠

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
じ
っ
は
こ
の
二
十
年
程
度
の
間
の
研
究
の
進
歩
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
芭
蕉
が
点
取
俳
詰
を
嫌
っ
て
い
た
た
め
、
そ
も
そ
も
研
究
者
の
関
心
が

希
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
と
、
も
う
一
つ
は
、
戦
前
は
大
名
家
の
個
人
所
蔵
だ
っ

た
資
料
が
、
戦
後
に
は
公
共
機
関
に
寄
贈
さ
れ
た
り
、
財
団
法
人
化
さ
れ
た
り
す
る

な
ど
し
て
、
最
近
で
は
比
較
的
閲
覧
し
や
す
い
状
況
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
理
由
に

よ
る
。

30



つ
ぎ
に
、
Ｂ
の
月
次
句
合
資
料
（
チ
ラ
シ
・
返
草
・
点
印
な
ど
）
に
つ
い
て
指
摘

し
て
お
け
ば
、
こ
れ
は
更
に
年
代
が
下
っ
て
⑦
以
降
の
資
料
で
あ
る
。
子
規
に
よ
っ

て
そ
の
俗
調
を
攻
撃
さ
れ
て
以
後
、
「
月
次
（
月
並
）
」
と
い
え
ば
陳
腐
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
の
関
心
を
惹
か
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
が
、
幕
末
・
明
治
期
の
も
の
を
中
心
に
膨
大
な
量
の
資
料
が
残
っ
て
い

る
。

ま
た
、
古
い
時
期
か
ら
存
在
は
す
る
も
の
の
、
Ａ
の
伝
書
の
よ
う
に
、
時
代
が
下

る
と
需
要
の
在
り
方
が
変
化
し
て
、
よ
り
多
く
の
資
料
が
残
る
よ
う
に
な
る
も
の
も

あ
る
。す

な
わ
ち
、
秘
伝
の
伝
授
と
い
う
も
の
は
、
歳
旦
帖
の
刊
行
と
万
句
興
行
と
と
も

に
宗
匠
立
机
の
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
伝
書
そ
の
も
の
は
、
比
較
的
古
い
時

期
、
す
な
わ
ち
①
か
ら
存
在
す
る
。
し
か
し
、
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
圧
倒
的

に
⑤
以
降
の
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
俳
譜
が
大
衆
化
し
て
い
く
過
程
で
、
実
用
教

則
本
に
近
い
内
容
の
も
の
が
増
え
て
い
っ
た
（
注
５
）
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
従
来
の
伝
書
研
究
は
俳
論
研
究
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
の
俳
論
を

ど
れ
だ
け
正
確
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
興
味
関
心
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝

書
の
価
値
を
判
断
す
る
根
底
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
重
要
な
問
題
で
あ
る

が
、
一
方
で
、
後
述
す
る
出
雲
地
方
の
俳
人
た
ち
の
よ
う
に
、
特
定
の
伝
書
の
流
布

が
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
も
あ
り
（
注
６
）
、
単
純
に
芭
蕉
の
俳
論
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
伝
え
た
か
、
と
い
う

問
題
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
要
素
も
持
っ
て
い
る
。

で
は
、
Ｃ
の
書
簡
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
俳
人
の
書
簡
も
、
伝
書
と
同
様
に
古
い

時
代
か
ら
存
在
す
る
。
し
か
し
、
と
く
に
そ
の
遣
り
取
り
が
盛
ん
に
な
る
の
は
、
⑦

以
降
で
あ
る
。
手
紙
を
遣
り
取
り
す
る
こ
と
で
、
た
と
え
遠
隔
地
の
俳
人
同
士
で

あ
っ
て
も
、
互
い
に
交
流
す
る
こ
と
が
流
行
っ
た
（
注
７
）
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
書

簡
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
影
響
で
、
長
斎
編
「
万
家
人
名
録
雫
（
文
化
十
年
）
（
注
８
）
を
は
じ

め
と
す
る
、
多
く
の
人
名
録
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
注
９
）
。
こ
の
状
況

は
、
た
と
え
ば
月
居
が
長
斎
編
『
万
家
人
名
録
拾
遺
』
（
文
政
四
年
刊
）
に
寄
せ
た

序
文
で
、
「
翼
な
く
し
て
千
里
飛
行
の
も
の
あ
り
。
な
つ
け
て
俳
譜
と
唱
ふ
。
い
に

し
へ
よ
り
俳
個
す
と
い
へ
と
も
、
み
や
こ
に
鄙
に
ゆ
き
か
ひ
し
け
く
成
し
は
、
近
き

世
よ
り
そ
盛
な
り
け
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う
。
昔
か
ら
手
紙
と

い
う
も
の
は
あ
っ
た
が
、
と
く
に
都
に
鄙
に
と
頻
繁
に
遣
り
取
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
最
近
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
梅
左
編
「
蕊
ふ
ぐ
る
ま
集
」
（
天
保
十
一
年
序
刊
）
の
よ
う
に
、
手

紙
の
文
例
集
を
趣
向
に
し
た
俳
書
も
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
注
叩
）
。
同
書
は
、

「
織
俳
譜
文
章
車
」
と
改
題
刊
行
さ
れ
、
天
保
十
二
年
版
の
他
、
嘉
永
三
年
版
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
俳
人
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
活
性
化
と
い
う
事
態
の

結
果
と
し
て
、
書
簡
そ
の
も
の
が
多
く
遣
り
取
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結

果
、
人
名
録
や
手
紙
の
文
例
集
も
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
指
摘
し
て
お
け
ば
、
Ｄ
の
番
付
も
⑦
以
降
に
多
数
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
化
政
期
頃
か
ら
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
注
皿
）
、

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
私
に
実
物
を
調
査
し
た
り
、
コ
ピ
ー
や
参
考
文
献
（
注
吃
）
な

ど
で
確
認
し
た
限
り
で
も
、
寛
政
末
年
頃
刊
の
「
為
御
覧
」
（
行
司
、
輪
山
他
）
以
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下
、
文
化
年
間
に
九
種
、
文
政
年
間
に
十
三
種
、
天
保
年
間
に
十
三
種
、
弘
化
～
慶

応
年
間
に
三
十
六
種
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
化
政
期
か
ら
幕
末
明
治
に
向
け

て
、
次
第
に
多
く
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
、
Ｄ
の
俳
額
は
屋
外
に
掛
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
⑦
や
⑧
、
あ
る
い
は
⑨

以
降
の
も
の
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
月
次
句
合
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
に
奉
燈
と
称
す

る
催
し
で
、
神
社
な
ど
に
額
を
奉
納
す
る
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
し
た
た
め
で
あ

る
。
こ
う
し
た
冊
子
体
で
な
い
資
料
は
、
図
書
館
で
は
ま
ず
収
集
し
な
い
。

同
じ
く
、
Ｄ
の
碑
文
（
拓
本
）
は
、
芭
蕉
顕
彰
が
盛
ん
に
な
る
⑤
以
降
に
多
く
建

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
保
三
年
の
芭
蕉
五
十
回
忌
以
降
、
各
地
で

関
連
行
事
が
盛
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
大
体
の
行
事
に
共
通
す
る
の
は
、
芭
蕉

塚
（
翁
塚
）
を
建
立
し
、
追
善
集
を
出
版
す
る
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
芭
蕉
塚
の
数

で
指
摘
す
れ
ば
、
宝
暦
十
一
年
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
諸
国
翁
墳
記
」
を
参
照
す
る

と
、
は
じ
め
百
基
程
度
だ
っ
た
も
の
が
、
幕
末
期
に
は
四
百
基
を
越
え
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
注
唱
。

そ
し
て
、
Ｄ
の
芭
蕉
像
も
碑
文
と
同
様
、
芭
蕉
の
顕
彰
、
芭
蕉
の
神
格
化
に
と
も

な
っ
て
多
数
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
書
で
は
な
い
た
め
、
日
頃
は
目
に
す
る

機
会
が
少
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
⑥
⑦
以
降
に
制
作
さ
れ
た
芭
蕉
を
描
い
た
軸
物
は

じ
っ
に
多
く
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
し
、
同
様
に
木
彫
り
や
焼
き
物
の
芭
蕉
像
も
意

外
に
多
数
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

以
上
、
俳
譜
研
究
の
中
心
が
④
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
右
に
あ
げ
た
資
料
体
は
、

そ
の
存
在
に
時
期
的
な
偏
在
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
注
目
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
、
近
代
以
降
の
俳
譜
資
料
の
集
積
に
お
い
て
は
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
が

で
は
、
つ
ぎ
に
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
と
い
う
視
点
で
、
以

下
の
四
箇
所
の
所
蔵
先
の
特
徴
を
比
べ
て
み
た
い
。
大
き
く
「
大
名
の
俳
譜
資
料
」

と
「
豪
農
・
豪
商
の
俳
譜
資
料
」
に
分
け
て
、
前
者
と
し
て
真
田
宝
物
館
と
八
戸
市

立
図
書
館
、
後
者
と
し
て
富
加
町
郷
土
資
料
館
と
手
袋
記
念
館
の
四
箇
所
（
注
Ⅱ
）
を

比
較
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
大
名
の
俳
譜
資
料
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
長
野
市
松
代
の
真
田
宝
物
館

に
収
蔵
さ
れ
る
、
松
代
第
六
代
藩
主
真
田
幸
弘
（
俳
号
菊
貫
、
元
文
五
年
～
文
化

十
二
年
）
の
俳
譜
資
料
〈
注
賜
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
核
は
「
菊
畠
」

と
題
す
る
点
取
俳
譜
集
で
あ
る
。
先
の
分
類
で
は
、
Ｂ
の
評
点
記
録
帳
に
あ
た
る
も

の
だ
が
、
松
代
の
評
点
記
録
帳
に
記
録
さ
れ
た
句
数
は
、
全
体
で
八
万
句
を
超
え
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る

他
に
は
「
俳
譜
各
座
宗
匠
投
票
箱
・
宗
匠
名
札
」
や
点
印
、
そ
れ
に
天
明
三
年
に

幸
弘
が
従
四
位
下
に
昇
進
し
た
際
に
贈
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
大
島
蓼
太
の
文
台
な

ど
、
図
書
以
外
の
資
料
も
豊
富
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
近
世
期
に
蔵
書

形
成
が
な
さ
れ
た
文
庫
の
調
査
で
は
、
右
に
あ
げ
た
資
料
体
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
俳
譜
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

「
俳
譜
」
と
い
う
文
芸
享
受
の
実
態
が
見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と

が
、
各
地
の
俳
諾
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
所
蔵
機
関
に
よ
る
蔵
書
形
成
の
違
い
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さ
ら
に
、
『
山
の
幸
」
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
座
の
俳
書
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
俳
害
に
は
菊
貫
が
入
集
し
た
も
の
が
多
い
（
挑
肥
）
。
ま
た
、
俳
譜
一
枚
摺

は
、
宝
物
館
所
蔵
以
外
に
も
個
人
所
蔵
の
も
の
も
含
め
二
十
五
種
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
菊
貫
の
俳
譜
資
料
が
多
く
残
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
幸
弘
を
家
の

中
興
者
と
し
て
尊
重
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ｃ

い
つ
ぽ
う
、
八
戸
市
立
図
書
館
（
八
戸
藩
南
部
家
旧
蔵
資
料
）
に
は
、
八
戸
七
代

藩
主
南
部
信
房
（
俳
号
畔
李
、
明
和
二
年
～
天
保
六
年
）
の
俳
譜
資
料
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
の
「
南
部
家
旧
蔵
書
」
の
俳
書
は
、
八
戸
市
立
図

書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
る
「
国
書
目
録
分
類
検
索
」
に
よ
れ
ば
、
約
百
五
十
点

が
確
認
で
き
る
。
そ
の
、
畔
李
の
俳
譜
資
料
の
中
に
は
、
「
五
梅
庵
畔
李
評
月
次

句
合
」
の
返
送
や
募
句
チ
ラ
シ
が
含
ま
れ
、
畔
李
は
、
点
取
俳
譜
で
は
な
く
、
月
次

句
合
に
遊
ん
で
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
点
が
、
菊
貫
と
畔
李
の
大
き
な
違
い
で
あ

る
。

な
お
、
八
戸
市
立
図
書
館
の
南
部
家
旧
蔵
資
料
に
は
、
畔
李
や
そ
の
周
辺
の
人
々

が
入
集
す
る
俳
書
や
、
畔
李
と
縁
の
深
い
俳
人
が
刊
行
や
編
集
に
関
わ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
所
持
し
て
い
た
り
し
た
俳
書
が
多
く
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
『
鳴
子
蝿
」
に
は
畔
李
と
側
室
の
李
洲
・
李
有
、
そ
れ
に
畔
李
評
の

月
次
句
合
で
は
催
主
を
務
め
た
畔
烏
（
八
戸
藩
士
野
中
頼
母
）
が
入
集
す
る
。
ま

た
、
「
陸
奥
術
」
の
表
紙
見
返
し
に
は
「
楓
憂
互
来
／
書
野
中
欽
蔵
／
画
二
宮
儀
兵

衛
写
」
と
書
き
込
み
が
あ
り
（
注
ｒ
〉
、
も
と
は
畔
李
が
師
事
し
た
（
注
肥
〉
と
さ
れ
る
互

来
（
江
戸
詰
用
人
窪
田
半
右
衛
門
）
の
蔵
本
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
、

畔
李
と
縁
の
深
い
白
頭
の
編
集
に
な
る
伽
羅
庵
百
万
の
作
品
集
「
風
月
集
」
が
所
蔵

さ
れ
て
い
た
り
、
雪
中
庵
系
の
俳
書
が
多
く
伝
来
し
て
い
た
り
す
る
。
作
法
書
や
伝

書
が
比
較
的
充
実
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
八
戸
俳
譜
倶
楽
部
や
、
周
辺
の
寺
社
や
諸
家

に
は
、
文
台
や
点
印
、
俳
額
な
ど
、
図
書
以
外
の
俳
譜
資
料
が
豊
富
に
伝
来
し
て
い

る
。

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
松
代
と
八
戸
に
残
さ
れ
た
資
料
を
比
べ
る
と
、
松
代
が

大
名
点
取
俳
譜
の
資
料
で
あ
る
の
に
対
し
、
八
戸
は
月
次
句
合
の
資
料
で
あ
る
こ
と

が
一
番
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
俳
譜
史
の
移
り
変
わ
り
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

す
な
わ
ち
、
没
年
で
比
較
す
る
と
、
菊
貫
の
畔
李
の
年
の
差
は
二
十
年
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
お
よ
そ
そ
の
二
十
年
と
い
う
時
間
の
間
に
、
俳
諾
の
流
行
が
点
取
俳
譜
か

ら
月
次
句
合
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

卜
《
、
旬
ノ
。つ

ぎ
に
、
豪
農
・
豪
商
の
俳
譜
資
料
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
岐
阜
県
富

加
町
の
郷
土
資
料
館
に
は
平
井
家
旧
蔵
資
料
が
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
中
に
美
濃
国
加
治

田
の
豪
農
平
井
家
九
代
当
主
冬
秀
（
俳
号
見
爾
、
享
保
十
二
年
～
天
明
三
年
）
、
十

代
公
寿
（
俳
号
士
琴
、
宝
暦
十
年
～
文
政
四
年
）
の
俳
譜
資
料
が
あ
る
。
平
井
家
の

俳
譜
資
料
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
（
約
一
六
○
点
）
と
柿
衞
文
庫
（
約
七
○
点
）
に

歳
旦
帖
や
一
枚
摺
が
分
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
加
え
る
と
約
三
四
○
点
に
な

る
（
注
凹
）
。
場
所
柄
、
い
ず
れ
も
美
濃
派
の
資
料
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

い
つ
ぽ
う
で
、
島
根
県
出
雲
市
に
あ
る
手
鏡
記
念
館
は
、
出
雲
国
大
社
で
町
役
の

大
年
寄
を
勤
め
た
商
家
手
鏡
家
三
代
当
主
白
三
郎
（
俳
号
季
硯
、
正
徳
二
年
～
寛
政
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三
年
）
、
五
代
官
三
郎
（
俳
号
有
秀
、
明
和
八
年
～
文
政
三
年
）
の
俳
譜
資
料
を
所

蔵
す
る
。
大
礒
義
雄
「
岡
崎
日
記
と
研
究
」
（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
、
昭
和
帥
年

ｎ
月
）
、
同
「
高
見
本
『
岡
崎
日
記
」
『
元
禄
式
」
の
出
現
と
去
来
門
人
空
阿
・
空
阿

門
人
百
羅
」
（
「
連
歌
俳
譜
研
究
」
説
号
、
平
成
６
年
７
月
）
、
復
本
一
郎
「
蕉
風
伝

書
に
お
け
る
「
皮
肉
骨
」
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
ー
『
伝
書
古
池
之
解
」
を
紹
介
し
つ

つ
ｌ
」
二
国
際
経
営
論
集
」
神
奈
川
大
学
、
平
成
２
年
３
月
）
で
明
ら
か
に
な
っ

た
、
出
雲
俳
壇
へ
の
去
来
伝
書
の
伝
播
に
関
わ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

大
礒
氏
の
ご
研
究
に
よ
れ
ば
、
出
雲
大
社
の
社
家
（
千
家
家
の
代
官
役
）
で
あ
る

広
瀬
百
羅
は
、
京
都
滞
在
中
（
宝
暦
八
年
）
に
去
来
の
甥
（
大
礒
氏
は
庶
子
か
と
推

定
）
で
あ
る
水
鶏
坊
空
阿
か
ら
伝
授
を
受
け
、
そ
れ
を
大
社
に
持
ち
帰
っ
た
。
じ
つ

は
、
手
鏡
家
に
残
る
資
料
に
は
、
そ
の
百
蕊
が
空
阿
か
ら
受
け
た
伝
で
あ
る
と
い
う

「
蕉
門
発
句
十
五
味
』
（
宝
暦
十
年
奥
）
や
、
百
羅
の
著
作
で
あ
る
『
極
秘
誹
譜
初
重

伝
」
（
欠
一
冊
）
が
伝
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

手
銭
家
に
は
、
他
に
も
、
淡
々
系
の
俳
人
と
推
定
さ
れ
る
節
山
編
「
誹
要
辨
」

（
元
文
四
年
奥
）
、
「
俳
譜
す
が
た
見
」
（
元
文
四
年
序
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
百
羅
が
去
来
の
伝
を
持
ち
帰
る
ま
で
は
、
淡
々
系
の
俳
諾
が
出
雲
に
入
っ
て
い

た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

富
加
町
郷
土
資
料
館
の
平
井
家
旧
蔵
資
料
と
、
手
銭
記
念
館
の
俳
譜
資
料
を
比
べ

た
と
き
に
対
照
的
な
こ
と
は
、
美
濃
派
に
対
す
る
意
識
で
あ
る
。
平
井
家
旧
蔵
資
料

は
、
場
所
柄
も
あ
り
、
美
濃
派
一
色
で
あ
る
が
、
手
鏡
記
念
館
の
俳
諾
資
料
に
は
、

美
濃
派
に
対
す
る
対
抗
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
伝
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
先
に
書
名

を
挙
げ
た
『
極
秘
誹
譜
初
重
伝
』
が
最
も
代
表
的
な
も
の
で
、
ハ
イ
カ
イ
の
ハ
イ
の

字
が
「
誹
」
で
あ
っ
て
「
俳
」
で
は
な
い
こ
と
を
継
々
論
じ
、
「
今
天
下
ノ
誹
人
」

は
、
「
偽
書
偽
伝
ヲ
作
」
っ
た
支
考
の
「
謀
計
」
に
「
惑
ハ
サ
レ
テ
」
「
俳
」
と
書
く

よ
う
に
な
っ
た
と
断
じ
、
支
考
を
「
身
ノ
程
知
ラ
ヌ
狼
籍
至
極
ナ
」
「
大
売
僧
坊
主
」

だ
と
非
難
し
て
い
る
。
た
だ
、
百
蕊
は
、
そ
の
非
難
を
「
他
門
二
洩
サ
ヌ
様
」
に
せ

よ
と
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
尾
張
の
松
浦
文
泰
と
い
う
人
物
が
、
自

ら
の
著
し
た
「
増
補
誹
譜
狂
菊
抄
」
（
天
明
四
年
奥
）
を
百
羅
に
送
っ
て
き
た
。
手

鏡
家
に
は
そ
の
写
本
が
伝
来
す
る
。
内
容
は
、
や
は
り
支
考
を
「
決
し
て
信
用
な
ら

ぬ
物
也
」
と
し
、
「
売
僧
」
な
ど
と
非
難
し
た
も
の
。
と
す
れ
ば
、
反
美
濃
派
と
い

う
立
場
が
一
致
し
て
い
る
縁
で
自
分
の
著
作
を
送
っ
て
き
た
も
の
と
思
し
い
。

つ
ま
り
、
大
社
俳
壇
の
場
合
、
去
来
か
ら
空
阿
を
経
由
し
て
受
け
た
伝
書
が
地
域

の
俳
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
美
濃
派
に
対
す
る
自
己
主
張
も
可
能
に
な
る
し
、
他
地
域
か

ら
見
た
と
き
に
、
そ
れ
が
大
社
地
域
の
俳
諾
の
特
徴
だ
と
認
識
さ
れ
る
カ
ギ
に
な
る

の
で
あ
る
。

以
上
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、
時
代
と
地
域
の
違
い
に
よ
っ
て
、
俳
譜
資
料

の
蔵
書
形
成
に
は
明
確
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
た
俳
譜
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
所
蔵
先
の
地
域
・
人
物
の
俳
譜
活

動
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
従

来
の
近
代
に
な
っ
て
か
ら
収
集
さ
れ
た
俳
譜
資
料
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
研
究

を
補
完
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
俳
譜
資
料
を
調
査
す
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俳
譜
研
究
と
は
、
果
た
し
て
「
文
学
研
究
」
な
の
か
「
文
壇
研
究
」
な
の
か
と
い

う
議
論
を
、
若
い
頃
に
参
加
し
て
い
た
研
究
会
で
先
生
方
が
な
さ
っ
て
い
た
の
を
拝

聴
し
た
こ
と
が
あ
る
。
も
う
二
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
だ
。
そ
の
当
時
は
、
明
ら
か

に
「
文
学
研
究
」
が
第
一
義
で
、
「
文
壇
研
究
」
は
第
二
義
的
な
も
の
だ
、
と
い
う

意
見
が
強
か
っ
た
。

し
か
し
、
芭
蕉
の
偉
大
さ
は
そ
れ
と
し
て
、
芭
蕉
以
後
の
俳
譜
の
拡
が
り
、
と
く

に
幕
末
・
明
治
期
に
最
高
潮
を
迎
え
る
よ
う
に
見
え
る
大
衆
化
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い

う
も
の
を
考
え
て
み
れ
ば
、
俳
譜
と
は
、
「
文
学
研
究
」
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
そ

の
全
貌
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
営
為
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

と
す
れ
ば
、
「
文
学
」
と
し
て
捉
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
「
文
化
」
と

し
て
俳
譜
を
考
え
る
研
究
も
、
今
後
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
各
地
の

俳
譜
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
「
俳
譜
文
化
」
研
究
の
た
め
に
は
不
可

欠
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）
「
八
戸
俳
譜
の
歩
み
」
（
平
成
元
年
６
月
、
八
戸
市
博
物
館
）
、
「
八
戸
俳
譜
倶
楽
部
創

る
こ
と
に
は
、
従
来
の
俳
譜
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
俳
諾
」
と
い

う
文
芸
享
受
の
実
態
が
見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
各
地
の
俳
譜

資
料
を
調
査
す
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

立
百
周
年
記
念
事
業
特
別
展
八
戸
の
俳
譜
」
（
八
戸
市
博
物
館
、
平
成
巧
年
３
月
）

を
参
照
。

（
２
）
「
俳
文
学
大
辞
典
」
（
角
川
書
店
、
平
成
７
年
加
月
）
よ
り
「
俳
譜
資
料
」
の
項
（
雲

英
末
雄
）
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
匪
「
東
京
大
学
附
属
図
書
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

紹
介
」
言
骨
ミ
ミ
ミ
署
・
言
．
匡
‐
８
匂
○
・
月
・
旨
詳
。
ｇ
命
屋
己
Ｑ
８
三
８
二
の
８
○
口
．
言
且

（
呂
雇
・
鱒
麗
閲
覧
）
を
参
照
し
た
。

（
３
）
「
江
戸
時
代
中
期
、
芭
蕉
の
伝
記
や
作
品
の
研
究
の
た
め
、
蝶
夢
や
閑
更
は
俳
書
や

遺
墨
を
蒐
集
し
た
。
近
世
後
期
の
柳
亭
種
彦
あ
た
り
か
ら
、
蒐
集
は
貞
門
や
談
林
の

古
俳
書
に
も
及
び
、
本
格
化
す
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
吹
窩
久
蔵
（
由

誓
）
・
三
浦
若
海
・
柳
亭
仙
果
・
萩
原
乙
彦
・
斎
藤
雀
志
ら
の
人
々
が
熱
心
に
俳
書

の
蒐
集
を
行
い
、
明
治
期
に
な
る
と
、
俳
譜
の
史
的
研
究
の
必
要
か
ら
、
俳
人
や
学

者
が
相
次
い
で
古
俳
書
や
真
蹟
類
を
あ
つ
め
た
。
そ
れ
は
大
正
期
を
経
て
昭
和
期
に

至
る
と
、
さ
ら
に
盛
ん
に
な
り
、
戦
後
に
は
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
」

（
「
俳
文
学
大
辞
典
」
〈
角
川
書
店
、
平
成
７
年
ｎ
月
〉
よ
り
、
雲
英
末
雄
「
俳
諾
資

料
」
）
。

（
４
）
雲
英
末
雄
監
修
「
江
戸
文
学
」
記
号
「
特
集
多
色
摺
の
歴
史
と
俳
譜
一
枚
摺
」

（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
皿
年
６
月
）
、
「
文
学
』
第
６
巻
２
号
「
特
集
画
と
文
の
交

響
俳
譜
一
枚
摺
の
世
界
」
（
岩
波
書
店
、
平
成
Ⅳ
年
３
月
）
を
参
照
。

（
５
）
「
秘
伝
伝
授
・
万
句
興
行
・
歳
旦
帖
の
発
行
が
立
机
の
要
件
と
さ
れ
る
た
め
、
俳
譜

の
隆
盛
と
と
も
に
乱
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
中
略
）
元
来
、
連
歌
の
作
法
を
取

捨
し
て
書
か
れ
た
の
が
、
俳
譜
の
流
布
、
初
心
者
の
増
加
と
と
も
に
、
必
須
事
項
に

限
り
証
句
を
差
し
替
え
、
自
派
の
俳
論
を
織
り
込
む
な
ど
、
実
用
教
則
本
に
近
い
体

裁
に
改
め
た
（
中
略
）
元
禄
以
降
の
蕉
門
系
の
俳
譜
伝
書
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
」

（
『
俳
文
学
大
辞
典
」
〈
角
川
書
店
、
平
成
７
年
叩
月
〉
よ
り
、
演
森
太
郎
「
俳
譜
伝

書
」
）
。

（
６
）
拙
稿
「
季
硯
句
集
「
松
葉
日
記
」
ｌ
手
銭
記
念
館
所
蔵
俳
譜
資
料
（
一
）
」
（
「
山
陰

研
究
」
第
６
号
、
平
成
弱
年
皿
月
）
、
「
翻
刻
・
手
銭
記
念
館
所
蔵
俳
譜
伝
瞥
（
一
）
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ｌ
手
鏡
記
念
館
所
蔵
俳
譜
資
料
（
二
）
」
「
湘
北
紀
要
」
調
号
、
平
成
調
年
３
月
）
参

昭
噌

（
７
）
拙
稿
「
手
紙
と
俳
譜
の
素
敵
な
関
係
翼
も
な
く
千
里
を
飛
ぶ
も
の
と
は
？
」
（
「
俳

句
」
第
五
十
九
巻
第
十
二
号
、
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
翠
年
ｎ
月
）
参
照
。

（
８
）
拙
稿
「
俳
人
の
肖
像
画
付
き
住
所
録
？
「
万
家
人
名
録
」
と
俳
譜
の
広
が
り
」

（
「
俳
句
」
第
五
十
九
巻
第
十
三
号
、
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
犯
年
ｎ
月
）
参
照
。

（
９
）
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
に
刊
行
さ
れ
た
人
名
録
に
、
「
万
家
人
名
録
」
（
文
化
十

年
）
・
「
万
家
人
名
録
拾
遺
」
（
文
政
四
年
）
・
「
俳
譜
人
名
録
初
編
」
（
天
保
七
年
）
・

『
俳
譜
人
名
録
二
編
」
（
弘
化
三
年
）
・
「
俳
譜
人
名
録
三
編
」
（
嘉
永
四
年
）
・
「
諸
国

俳
人
通
名
録
」
（
嘉
永
四
年
）
・
「
海
内
人
名
録
」
（
嘉
永
六
年
）
・
「
俳
家
道
の
栞
」

（
嘉
永
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
皿
）
拙
稿
「
俳
人
用
の
手
紙
文
例
集
「
謡
俳
譜
文
章
車
」
の
正
体
」
（
「
俳
句
」
第
五
十
九

巻
第
十
一
号
、
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
翠
年
９
月
）
参
照

（
ｕ
）
「
文
化
～
文
政
（
一
八
○
四
～
三
○
）
ご
ろ
に
誕
生
し
た
ら
し
い
」
（
「
俳
文
学
大
辞

（
吃
）
林
英
夫
・
芳
賀
登
「
番
付
集
成
上
・
下
」
（
柏
書
房
、
昭
和
妃
年
４
月
）
、
「
三
都

の
俳
譜
ｌ
江
戸
・
京
都
・
大
坂
ｌ
」
（
大
阪
市
立
博
物
館
、
昭
和
研
年
４
月
）
、
矢
羽

勝
幸
「
俳
人
番
付
か
ら
見
た
一
茶
」
（
ヨ
茶
の
総
合
研
究
」
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
昭

和
健
年
ｎ
月
）
、
矢
羽
勝
幸
「
信
濃
の
一
茶
」
（
中
公
新
書
、
平
成
６
年
９
月
）
、
青

木
美
智
男
「
ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
る
文
化
人
」
（
「
番
付
で
読
む
江
戸
時
代
」
柏
書
房
、

平
成
巧
年
９
月
）
、
青
木
美
智
男
「
決
定
版
番
付
集
成
』
（
柏
書
房
、
平
成
創
年
ｎ

月
）
、
拙
稿
「
江
戸
の
〃
俳
人
ラ
ン
キ
ン
グ
″
Ｐ
《
「
俳
譜
番
付
」
の
流
行
」
（
「
俳

句
』
第
六
十
巻
第
三
号
、
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
鱈
年
１
月
）
、
拙
稿
「
江
戸
俳
人

の
遊
び
心
「
見
立
番
付
」
の
い
ろ
い
ろ
」
（
「
俳
句
」
第
六
十
巻
第
四
号
、
角
川
学

芸
出
版
、
平
成
羽
年
２
月
）
、
拙
稿
「
大
星
由
良
之
助
は
誰
だ
？
「
執
心
蔵
見
立
評

判
記
」
」
（
「
俳
句
」
第
六
十
巻
第
五
号
、
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
認
年
３
月
）
を
参

昭
'‘8

典
」
〈
角
川
書
店
、
平
成
７
年
皿
月
〉
よ
り
、
櫻
井
武
次
郎
「
俳
譜
番
付
」
）
。

〈
付
記
〉

本
稿
は
、
平
成
妬
年
度
国
文
学
文
献
資
料
調
査
員
会
議
調
査
収
集
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
江

戸
の
〈
知
〉
ｌ
蔵
書
の
種
々
相
を
考
え
る
ｌ
＊
基
幹
研
究
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成

と
文
芸
享
受
」
の
研
究
成
果
と
し
て
」
と
し
て
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
於
牢
国
文
学

研
究
資
料
館
大
会
議
室
平
成
妬
年
５
月
羽
日
）
で
の
発
表
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
原
稿
化
す
る
に
あ
た
り
、
適
宜
内
容
に
変
更
を
加
え
た
。
基
幹
研
究
の
活

動
中
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
先
生
方
、
調
査
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
諸
機
関
の
方
々

に
、
こ
の
場
を
借
り
ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
過
）
「
俳
文
学
大
辞
典
」
（
角
川
書
店
、
平
成
７
年
皿
月
）
よ
り
、
田
中
道
雄
「
諸
国
翁
墳

記
」
を
参
照
し
た
。
な
お
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
田
坂
英
俊
「
諸
国
翁
墳
記
ｌ
翻
刻
と

検
討
ｌ
」
（
慶
照
寺
〈
非
売
品
〉
、
平
成
妬
年
皿
月
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
刊
行
の
同

書
に
は
四
二
二
基
を
掲
載
す
る
と
い
う
。

（
ｕ
）
こ
の
う
ち
、
真
田
宝
物
館
は
、
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
対
象
と
さ
れ
た
以
外
の
例
で
あ
る
。

（
焔
）
「
文
人
大
名
真
田
幸
弘
と
そ
の
時
代
」
（
長
野
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
松
代
文
化

施
設
等
管
理
事
務
所
（
真
田
宝
物
館
）
平
成
型
年
９
月
）
参
照
。

（
肥
）
た
だ
し
、
「
山
の
幸
」
に
は
、
菊
貫
の
入
集
は
な
い
。

（
Ⅳ
）
「
互
来
」
の
部
分
は
印
を
捺
し
て
あ
る
。

（
肥
）
二
川
居
桜
曙
編
纂
・
百
仙
洞
古
心
校
訂
「
八
戸
俳
譜
史
」
（
昭
和
８
年
Ⅲ
月
刊
、
昭

和
弱
年
胆
月
覆
刻
）
参
照
。

（
岨
）
加
治
田
文
藝
資
料
研
究
会
編
「
美
濃
加
治
田
平
井
家
文
藝
資
料
分
類
目
録
」
（
富

加
町
教
育
委
員
会
、
平
成
Ⅳ
年
３
月
）
。
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１
．
俳
譜
一
枚
摺
の
例

一
弓
心
》
・
凸
忌
．
．

「
。
．
】
．
匹

型
Ｆ
Ｐ
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■

Ｊ
■
・
・
ｒ
・
・
■
ｒ

勧
・
．
ｆ

云
脾
１
‐
｜

写.r：『･’7~蕊鐙了.瀧時…､間~妄-テ…:寧〆､－や
〈
参
考
図
版
〉

母
０
１
．
Ⅱ
■

錆鱈必

「
畔
李
歳
旦
」
（
文
政
二
年
刊
）

2

月
次
句
合
資
料
の
例

「
五
梅
庵
畔
李
評
、
他
」

．
堀
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３
．
俳
人
番
付
の
例
…
…
「
蕉
風
俳
譜
名
家
競
」
（
安
政
二
年
刊
）

ｑ
‐
舞
挙
氷
八
世
呼
任
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認
一
水 一

一
一左

＆ー・’一二一･凸と －

４
．
手
紙
の
文
例
集
：
…
・
「
畿
俳
譜
文
章
車
」
（
嘉
永
三
年
刊
）
よ
り
「
同
名
之
方
へ

遣
す
状
」
前
半
・
後
半

全
国
的
な
規
模
で
俳
人
同
士
が
手
紙
を
遣
り
取
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
場
合
に
よ
っ

て
は
自
分
と
同
じ
俳
号
の
俳
人
と
文
通
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
掲
出
箇
所
に
は
そ
う
し
た

場
合
の
手
紙
の
文
例
が
示
さ
れ
て
い
る
（
大
坂
の
呂
国
が
伊
予
の
呂
国
に
宛
て
た
手
紙
）
。

な
お
、
掲
出
し
た
図
版
は
い
ず
れ
も
個
人
蔵
。
併
せ
て
、
注
に
挙
げ
た
図
録
類
に
掲

載
さ
れ
る
諸
機
関
ご
所
蔵
の
資
料
の
図
版
を
ご
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

,艫j薑嘉 霊

琴雲
険

贋、
温”

騨靭

錘』
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