
近世
に
お
け
る
文
字
文
化
の
地
域
的
浸
透
＋
八
世
起
畢
に
お
け
る
越
後
の
俳
譜
文
化
と
関
連
し
て
八
鍬
友
広
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0近世
社
会
と
文
字
文
化

②
越後
・
佐
渡
の
近
世
俳
譜

③
佐
久
間
家
と
「
俳
譜
留
」

④
「
俳
譜
留
」
に
み
ら
れ
る
十
八
世
紀
前
半
の
俳
譜
文
化

ま
と
め

［
論
文
要
旨
］

　
本
稿は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
越
後
地
域
の
俳
譜
文
化
の
実
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
　
　
　
　
に
掲
載
さ
れ
な
い
俳
人
が
多
数
登
場
す
る
。
句
集
な
ど
に
は
登
場
し
て
こ
な
い
多
数
の
俳
人
が
、
地

字
文
化
の

地
域的
な
浸
透
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
盲
人
」
、
「
遊
女
」
、
「
少
人
」
な
ど
の
肩
書

　
越
後
蒲
原
郡
佐
久間
家
の
「
俳
譜
留
」
は
、
正
徳
期
か
ら
寛
保
期
に
お
け
る
多
数
の
俳
額
お
よ
び
　
　
　
き
を
有
す
る
も
の
も
お
り
、
女
性
も
十
五
人
ほ
ど
が
み
え
る
。

歳
旦
帳
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
俳
諸
史
研
究
に
お
い
て
も
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
　
　
　
　
入
集
し
た
俳
人
の
地
域
の
分
析
か
ら
、
俳
譜
奉
納
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
三
段
階
ほ
ど
の
パ
タ

いな
い
、
十
八
世
紀
前
半
の
俳
譜
文
化
の
地
域
的
な
実
態
を
知
り
得
る
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
と
　
　
　
　
ー
ン
が
存
在
し
た
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
奉
納
先
社
寺
近
隣
の
地
域
の
俳
人
が
中
心
と
な
っ
た
も

い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
、
下
越
地
域
一
帯
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
も
の
、
全
国
か
ら
出
句
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。

　
「
俳
譜
留
」
の
分
析
に
よ
っ
て
、
各
地
の
社
寺
へ
の
俳
譜
の
奉
納
が
、
十
八
世
紀
前
半
の
時
期
か
ら
　
　
　
　
俳
額
の
奉
納
は
、
奉
納
地
近
隣
地
域
の
俳
人
た
ち
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
俳

き
わ
め
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
二
千
句
を
こ
え
る
俳
句
が
投
じ
ら
　
　
　
　
人
に
よ
っ
て
は
、
奉
納
の
た
び
に
入
集
し
て
い
る
者
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
投
句
し
て
も
必
ず
選

れた
奉
納
も
あ
り
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
、
濃
密
な
俳
譜
文
化
の
浸
透
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
　
　
　
句
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
俳
人
た
ち
は
、
奉
納
の
機
会
を
と
ら
え
て
活
発
に
投
句
し
た
。
こ

　
越
後
佐
渡
に

お
け
る
俳
人
に
つ
い
て
は
、
各
地
の
句
集
に
掲
載
さ
れ
る
俳
人
を
ま
と
め
た
「
越
佐
　
　
　
　
う
し
て
俳
額
奉
納
は
、
創
作
さ
れ
た
俳
譜
を
発
信
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
、
重
要
な
役
割
を
果
た

俳
人名
索
引
」
（
『
近
世
越
佐
の
俳
書
　
第
一
巻
』
一
九
九
八
）
が
あ
る
が
、
「
俳
譜
留
」
に
は
、
こ
れ
　
　
　
　
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

1
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近
世
社
会
と
文
字
文
化

　
近
世
社
会

は
識
字
力
が
著
し
く
普
及
し
た
社
会
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
識
字
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

力
の
社
会
的
蓄
積
は
古
代
以
来
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
期
に
お
け
る
識

字
力
の
基
礎
は
、
す
で
に
十
三
世
紀
後
半
以
降
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
す
る
指
摘
も

　
ハ
　
ザ

あ
る
。
ま
た
、
近
世
期
に
お
け
る
識
字
の
分
布
は
地
域
的
に
も
き
わ
め
て
多
様
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ザ

富
む
も
の
で
あ
り
、
著
し
い
格
差
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
期
は
識
字
能
力
と
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
文
字
文
化
が
花
開
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の

こ
と
は
、
近
世
期
に
発
行
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
出
版
物
や
、
そ
れ
ら
を
売
り
さ

ば
く
た
め
の
多
数
の
書
騨
が
存
在
し
た
こ
と
、
読
み
書
き
の
教
育
の
場
で
あ
る
手
習

塾
の
著

し
い
成
長
、
数
千
種
類
に
も
及
ぶ
往
来
物
の
普
及
な
ど
の
事
実
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
識
字
の
普
及
は
、
基
本
的
に
は
中
世
末
か
ら
増
大
し
、
近
世
期
に
全

国
市
場
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
流
通
の
展
開
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ

る
。
近
世
往
来
物
に
は
、
地
名
、
物
の
名
辞
な
ど
を
た
だ
列
挙
し
た
だ
け
の
も
の

が
少

な
く
な
い
が
、
こ
れ
は
、
近
世
往
来
物
の
眼
目
が
、
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
商
品

と
、
そ
の
流
通
が
も
た
ら
す
地
理
認
識
の
需
要
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
識
字
の
普
及
は
、
生
活
上
に
お
け
る
記
号
操
作
の
必
要
性

を
基
本
的
な
要
因
と
し
て
展
開
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
文
字
使
用
の
普
及
は
単
な
る
記
号
操
作
能
力
の
普
及
に
と
ど
ま
る
わ
け

で
は

な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
字
が
創
り
出
す
多
様
な
文
化
的
な
世
界
と
連

続

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
識
字
が
普
及
し
て
そ
れ
が
大
衆
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

文
字
が
形
成
す

る
こ
の
よ
う
な
文
化
世
界
へ
の
接
触
が
大
衆
化
す
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
っ
た
。

　
俳
譜

は
、
種
々
の
文
字
文
化
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
大
衆
化
し
た
も
の
の
ひ
と

つ

で

あ
る
。
大
衆
化
の
あ
ま
り
、
俳
譜
そ
の
も
の
が
通
俗
化
、
低
俗
化
し
た
と
い
う

こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
文
字
文
化
の
地
域
的
な
浸

透

と
い
う
点
で
、
俳
譜
文
化
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
単
に
文
化
を
受
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
が
文
学
的
な
創
作
に
関
わ
り
、
時
と

し
て
（
句
集
や
奉
納
額
な
ど
の
形
で
）
そ
れ
を
発
信
す
る
主
体
と
も
な
る
と
い
う
点

で
、
俳
譜
は
き
わ
め
て
能
動
的
な
文
化
営
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
俳
譜
が
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
形
式
を
も
っ
た
文
学
表

現
で

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
文
学
と
し
て
の
奥
行
き
そ
の
も
の
は
、
間
口

の

広
さ
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
今
日
も
文
学
表
現
の
一
形
式
と
し
て
そ
の
地
位
を
失

っ

て

い

な
い
よ
う
に
、
俳
譜
は
、
高
い
普
遍
性
を
有
す
る
文
化
的
な
世
界
を
実
現
し

て

き
た
と
い
え
る
。

　
多
く
の
人
々
が
俳
譜
に
参
加
し
て
い
っ
た
と
き
、
た
と
え
月
並
み
で
通
俗
的
な
俳

句
し
か
詠
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
彼
方
に
存
在
し
て
い
る
文
学
的
な

世
界
へ
の
憧
憬
が
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
今
も
各
地
の
社
寺
に
は
、
か
つ

て

奉
納
さ
れ
た
俳
額
が
無
数
に
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
俳
譜
に
向
け
ら
れ
た
人
々

の

エ

ネ
ル
ギ
ー
が
い
か
に
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
俳
譜
が
創
り

出
す
文
学
世
界
へ
の
人
々
の
強
い
憧
憬
を
、
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
識
字
の
普
及

は
、
こ
う
し
て
多
く
の
人
々
を
文
字
文
化
の
世
界
と
も
接
触
さ
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
識
字
力
の
社
会
的
形
成
が
、
商
品
生
産
や
流
通
な
ど
と
深

い
関
係
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
以
上
、
文
字
文
化
の
世
界
と
の
接
触
も
、
そ
の
よ
う
な

い
わ

ば
生
業
の
世
界
の
あ
り
よ
う
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
青
木
美
智
男
は
、

い
わ

ゆ
る
化
政
文
化
に
つ
い
て
、
近
世
社
会
の
構
造
的
変
容
（
農
民
的
商
品
生
産
の

発
展

と
そ
れ
に
よ
る
都
市
・
農
村
の
変
容
）
に
根
ざ
し
た
新
た
な
文
化
の
形
成
と
と

　
　
　
　
　
（
4
）

ら
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
文
化
の
形
成
を
生
業
の
世
界
の
変
容
と
か

か
わ

ら
せ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
杉
仁
の

「在
村
文
化
論
」
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
杉

2



［近世における文字文化の地域的漫透］……八鍬友広

は
近
世
農
村
に
お
け
る
文
化
を
「
在
村
文
化
」
と
呼
び
、
俳
譜
、
書
画
、
生
花
、
茶

道
、
狂
歌
、
和
歌
、
漢
詩
な
ど
の
諸
文
化
が
、
在
村
に
お
い
て
も
広
く
展
開
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
在
村
文
化
の
特
徴
は
、
技
術
・
生
産
・
流
通
な
ど
の
生

産
文
化

と
区
別
な
く
一
体
化
し
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
在
村
文
人
た
ち
は
、
都
市
の

専
業
文
人
と
は
異
な
り
、
風
雅
の
世
界
と
生
業
の
世
界
と
を
同
時
に
担
っ
て
お
り
、

こ
う
し
た
在
村
文
人
ら
の
活
動
に
よ
り
、
農
山
漁
村
一
帯
に
海
の
よ
う
に
面
状
に
広

が

る
文
化
現
象
が
在
村
文
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
在
村
文
化
の

な
か
で
も
俳
譜
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
杉
に
よ
れ
ば

俳
譜
の
文
化
圏
や
分
布
路
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
商
品
流
通
路
と
密
接
な
関
係
を

持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
生
産
技
術
や
商
品
の
流
通
と
風
雅
の
交
流
と
は
、
一
体
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
業
の
世
界
と
深
い
関
係
を
持
ち
な
が
ら
地
域
の
な
か
に
深
く
浸

透

し
て
い
っ
た
俳
譜
文
化
の
実
態
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研

究
の
対
象
が
、
化
政
期
以
後
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

小
林
計
一
郎
は
「
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
句
額
は
、
天
保
以
降
明
治
こ
ろ
の
も
の
が
も

っ

と
も
多
く
、
俳
譜
が
も
っ
と
も
庶
民
に
浸
透
し
た
の
は
こ
の
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
」

　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
杉
の
研
究
で
も
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
俳
額
は
近
世
後
期
の
も
の

が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
確
か
に
、
現
存
し
て
い
る
俳
額
な
ど
は
近
世
後
期
か
ら
明
治

期
に

か

け
て
の
も
の
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
を
単
純
に
俳
譜
の
普
及
過
程
を
示
す
も

の

と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
歴
史
の
古
い
も
の
ほ
ど
保
存
さ
れ
に
く
い
で
あ
ろ

う
し
、
奉
納
が
繰
り
返
さ
れ
る
結
果
、
古
い
俳
額
が
取
り
外
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
存
す

る
俳
額
を
見
る
か
ぎ
り
、
俳
譜
の
地
域
的
な
浸
透
は
近
世
後
期
以
後
の
こ

と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
態
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
俳
譜
が
全
国

的
に

盛
ん
に

な
り
始
め
る
十
七
世
紀
後
期
以
後
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
十
九

世
紀
以
後
の

俳
譜
大
衆
化
の

時
代
を
迎
え
る
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
未
解
明

の

部
分
が
多
い
の
で
あ
る
。
刊
行
さ
れ
た
句
集
や
、
現
存
す
る
奉
納
額
な
ど
だ
け
で

な
く
、
日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
句
会
や
歳
旦
な
ど
の
資
料
を
丹
念
に
収
集
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
佐
久
間
家
（
新
潟
県
北
蒲
原
郡
笹
神
村
）
が
所
蔵
す
る
「
俳
譜
留
」
は
、
こ
の
点

で
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。
「
俳
譜
留
」
は
享
保
期
～
寛
保
期
に
か
け
て
の
奉
納
俳
譜

や

歳
旦
な
ど
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
前
半
に

お

け
る
地
域
的
な
俳
譜
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
の
佐
久
間
家
「
俳
詣
留
」
を
主
な
素
材
と
し
て
、
越
後
蒲
原
郡
を
中
心
と
し
た
地

域
の
俳
譜
に

つ

い
て

考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

②
越
後
・
佐
渡
の
近
世
俳
譜

　
佐
久
間
家
の
「
俳
譜
留
」
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
越
佐
（
越
後
・
佐
渡
）

地
域
の

俳
譜
文
化
の
概
要
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
越
佐
で

は
、
佐
渡
に
流
さ
れ
て
き
た
文
人
ら
を
中
心
と
し
た
文
化
的
な
活
動
が
初

期
か

ら
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
長
い
海
岸
線
を
通
じ
た
上
方
と
の
交
流
も
活
発
で
あ
っ

た
。
松
永
貞
徳
・
西
山
宗
因
を
祖
と
す
る
貞
門
・
談
林
は
、
い
ず
れ
も
京
都
・
大
坂

か

ら
広
ま
っ
た
が
、
越
佐
で
は
、
ま
ず
海
岸
地
域
の
町
に
こ
れ
ら
の
俳
譜
の
影
響
が

　
　
（
7
）

及
ん
だ
。

　
元
禄
年
間
ま
で
の
貞
門
・
談
林
の
俳
書
に
入
集
し
て
い
る
越
佐
の
俳
人
は
、
新
潟

四

〇
人
を
筆
頭
に
、
柏
崎
二
一
人
、
高
田
十
五
人
、
村
上
八
人
な
ど
で
あ
り
、
ほ
と

ん

ど
が
、
海
岸
地
域
の
町
の
人
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
少
な
く
と
も
両
派
の
俳

集
に
は
、
長
岡
や
新
発
田
な
ど
の
内
陸
部
の
町
の
俳
人
が
登
場
し
て
こ
な
い
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
越
後
最
古
の
俳
人
の
句
を
収
め
る
俳
書
は
、
京
都
の
表
紙
屋
庄
兵
衛
が
刊
行
し
た

「歳
旦
発
句
集
」
で
あ
り
、
寛
永
十
六
（
一
六
三
九
）
年
以
前
の
「
年
次
不
明
」
と
し

て

掲
載

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
寛
永
十
九
（
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

二
）
年
の
「
鷹
筑
波
」
に
、
新
潟
の
俳
人
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世

3
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初
期
に
お
い
て
す
で
に
、
畿
内
の
俳
譜
文
化
の
影
響
が
み
ら
れ
、
海
岸
線
を
中
心
と

し
た
地
域
に
広
く
及
ん
で
い
た
。

　
諸
国
の
俳
書
に
入
集
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
越
佐
の
俳
人
が
中
心
と
な
っ
た
俳
書

も
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
っ
と
も
古

い

も
の
は
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
の
「
連
句
集
柏
崎
連
中
」
で
あ
り
、
つ
づ

い
て

元
禄
十
六

（
一
七
〇
三
）
年
の
「
誹
諮
柏
崎
」
、
翌
元
禄
十
七
（
一
七
〇
四
）
年

の

「
藁
人
形
」
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
の
「
夏
こ
ろ
も
」
、
同
年
の
「
越
の
名
残
」

　
　
　
　
（
1
0
）

な
ど
で
あ
る
。
十
七
世
紀
末
頃
か
ら
、
独
自
の
俳
書
の
出
版
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
期
に
出
版
さ
れ
た
越
佐
の
俳
書
は
、
確
認
さ
れ
る
も

の

で
二
百
部
以
上
に

の
ぼ

る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
京
都
で
出
版
さ
れ

て

い

る
。
こ
の
こ
と
に
も
、
越
佐
の
俳
譜
が
日
本
海
海
運
を
通
じ
て
上
方
と
深
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

な
が
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
『
近
世
越
佐
の
俳
書
　
第
一
巻
』
は
、
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
ま
で
に
出
版
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
越
佐
の
俳
書
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
「
越
佐
人
名
索
引
」
と
い

う
俳
人
一
覧
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
発
田
一
二
一
名
、
長
岡
三
二

名
、
水
原
一
九
名
、
新
津
一
九
名
、
栃
尾
一
四
名
な
ど
、
内
陸
部
の
地
域
に
も
多
く

の

俳
人
が
現
れ

は
じ
め
て
い
る
。
ま
た
、
町
部
だ
け
で
な
く
、
村
々
に
も
多
数
の
俳

人
が
登
場
し
て
お
り
、
十
八
世
紀
を
過
ぎ
る
と
越
佐
の
俳
譜
文
化
は
、
杉
仁
が
い
う

「面
状
」
の
広
が
り
を
見
せ
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
近
世
の

俳
譜

は
、
貞
門
・
談
林
・
蕉
風
の
順
で
隆
盛
を
み
た
と
い
わ
れ
る
が
、
越

佐
に

お

い
て

も
、
お
よ
そ
こ
れ
に
照
応
し
て
い
る
。
し
か
し
越
佐
の
場
合
、
蕉
風
以

後

は
と
く
に
美
濃
派
の
影
響
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
美
濃
派
を
起

こ
し
た
各
務
支
考
と
、
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
盧
元
坊
が
た
び
た
び
越
後
を
訪
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
俳
風
を
伝
え
た
た
め
で
あ
る
。
支
考
は
宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
と
同
五
年
の
二

回
に
わ
た
り
来
越
し
て
お
り
、
盧
元
坊
は
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
、
同
二
〇
年
、

寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
と
、
三
度
来
越
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
多
数
の
門
人
を
成
し

た
。
な
か
で
も
新
発
田
の
汗
虹
は
、
盧
元
坊
の
忠
実
な
支
持
者
で
あ
り
、
美
濃
派
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

広
め
る
た
め
に
、
秋
田
か
ら
九
州
に
至
る
ま
で
各
地
を
行
脚
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
杵
虹
の
没
後
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
、
門
人
で
あ
っ
た
緑
扇
は
杵
虹
十
三
回

忌
集
と
し
て
『
暁
の
空
』
を
編
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
は
杵
虹
門
下
の
五
七
〇
人
が
総

出
句
し
て
い
る
が
、
杵
虹
の
地
元
で
あ
る
新
発
田
か
ら
八
二
人
の
ほ
か
、
長
岡
四
五

人
、
村
上
三
八
人
、
鱈
田
（
三
条
市
）
二
九
人
、
葛
篭
山
村
（
神
林
村
）
二
〇
人
、

五
泉
一
九
人
、
新
潟
一
六
人
な
ど
、
越
後
各
地
か
ら
出
句
さ
れ
て
お
り
、
杵
虹
の
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

範
囲
に
わ
た
る
地
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
『
新
潟
県
史
』
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
出
句
者
の
居
住
地
は
下
越
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に

偏
っ
て
お
り
、
上
越
や
魚
沼
地
域
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
盧
元
坊
の
高

弟
と
し
て
重
き
を
な
し
た
杵
虹
に
お
い
て
も
、
地
方
的
な
宗
匠
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
は
、
一
定
の
地
理
的
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
地
域
的
な
俳
譜
文
化
圏
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ

れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
俳
譜
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ま
ず
は
地
域
内
の
結
社
と
し
て
結

ば

れ

る
。
や
や
後
世
の
事
例
で
あ
る
が
、
新
津
の
俳
譜
結
社
と
し
て
、
「
古
津
雪
山
楼

連
中
」
（
寛
政
十
年
）
、
「
新
津
大
柱
庵
連
中
」
（
寛
政
十
三
年
）
、
「
福
嶋
連
中
」
（
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

七
年
）
な
ど
、
現
在
の
新
津
市
域
で
十
ほ
ど
の
結
社
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現

在
の
十

日
町
市
域
で
は
、
幕
末
期
に
は
各
集
落
単
位
ご
と
に
結
社
が
あ
っ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
（
1
8
）

知

ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
佐
久
間
家
「
俳
譜
留
」
に
も
、
「
新
潟
連
中
」
「
沼
垂
連

中
」
「
白
根
連
中
」
「
臼
井
連
中
」
な
ど
が
み
え
、
す
で
に
十
八
世
紀
前
半
の
時
期
に
、

各
地
に

結
社
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
俳
譜
結
社

は
、
日
常
的
に
句
会
や
歳
旦
、
寺
社
へ
の
奉
納
な
ど
の
活
動
を
お
こ
な

っ

て

い

た
。
歳
旦
は
歳
旦
開
と
も
い
わ
れ
、
元
日
に
句
会
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
り
、

歳
末
・
歳
旦
（
元
旦
）
の
句
を
集
め
て
歳
旦
帳
と
し
て
印
刷
し
配
布
し
た
。
寺
社
へ

の
奉
納

は
、
地
域
内
の
結
社
だ
け
で
な
く
、
内
外
に
投
句
を
呼
び
か
け
、
撰
者
が
こ

の

中
か
ら
選
ん
だ
。
俳
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
句
が
評
価
さ
れ
、
ま
た
世
に
出
る

機
会
で

も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
日
常
的
な
俳
譜
活
動
を
知
り
得
る
資
料
は
、
必
ず
し

も
多
く
な
い
が
、
越
佐
地
域
に
残
る
歳
旦
帳
の
う
ち
も
っ
と
も
古
い
も
の
の
ひ
と
つ

4
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（
1
9
）

は
享
保
一
二
　
（
一
七
三
六
）
年
の
「
越
後
長
岡
歳
旦
」
で
あ
る
。
奉
納
額
で
は
、
元

禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
の
『
新
潟
寺
社
古
来
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
白
山
社
奉
納

の

「誹
譜
之
絵
馬
」
と
、
神
明
社
奉
納
の
「
誹
譜
之
絵
馬
」
が
も
っ
と
も
古
い
も
の

　
　
　
　
（
2
0
）

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
絵
馬
で
は
あ
る
が
、
俳
譜
お
よ
び
歌
仙
を
記
し
た
も
の
で

あ
り
、
社
寺
へ
の
奉
納
俳
譜
の
初
期
の
例
と
い
え
る
。
現
存
す
る
俳
額
の
な
か
で
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い

も
の
は
、
堀
之
内
町
明
神
の
熊
野
神
社
に
残
る
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
の
額
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

宝
暦
九

（
一
七
五
九
）
年
と
記
さ
れ
る
吉
川
町
素
蓋
鳴
神
社
の
奉
納
絵
馬
、
十
日
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

市
四

日
町
の
観
音
堂
に
奉
納
さ
れ
た
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
の
俳
額
な
ど
で
あ
る
。

と
く
に
四
日
町
観
音
堂
の
額
に
は
三
五
七
二
句
も
の
俳
句
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
当

時
の

俳
諮
の
隆
盛

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
堀
之
内
町
熊
野
神
社
と
十
日
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
）

観
音
堂
の

額
で

は
、
笠
付
け
や
前
句
付
け
な
ど
の
雑
俳
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
雑
俳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
み

ら
れ
る
奉
納
額
は
新
潟
県
内
で
は
少
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
俳

額
が
い
ず
れ
も
十
八
世
紀
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
奉
納
俳
額
は
十
九
世
紀
以
後
の
も
の
に
な
る
と
頻
繁
に
確
認
で
き
る
よ
う

に

な
る
。
十
日
町
市
域
で
は
、
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
か
ら
慶
応
四
（
一
八
六
八
）

年

ま
で
の
俳
額
六
〇
枚
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
町
部
だ
け
で
な
く
周
辺
の
村
部
ま
で

及
ん

で
い

る
。
三
島
町
で
は
、
江
戸
期
の
俳
額
が
七
枚
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
最
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は
気
比
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
の
も
の
で
あ
る
。
他
の
市
町

村
に
お
い
て
も
、
発
見
さ
れ
て
い
る
俳
額
の
多
く
は
近
世
後
期
の
も
の
で
あ
る
。

　
俳
譜
に

参
加

し
た
人
々
の
階
層
も
、
時
期
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
た
と
考
え
ら

れ

る
。
享
保
期
前
後
の
新
潟
町
の
俳
人
で
、
そ
の
身
分
が
わ
か
る
者
と
し
て
は
、
回

船
問
屋
や
町
老
、
医
師
、
僧
侶
な
ど
が
あ
り
、
沼
垂
町
（
新
潟
市
）
で
も
質
屋
・
酒
造
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
ど
を
営
む
町
役
人
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
宝
暦
年
間
に
活
躍
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

新
津
組
大
庄
屋
の
杜
明
（
古
田
九
右
衛
門
）
、
同
じ
く
宝
暦
期
に
お
け
る
見
附
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
金
井
家
・
小
林
家
の
両
大
庄
屋
、
村
松
藩
御
用
達
の
渋
谷
家
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
俳
譜
文
化
の
前
期
に
は
、
富
商
や
豪
農
、
村
役
人
、
大
庄
屋
な
ど
、
町

村
の
上
層
部
が
お
も
な
担
い
手
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
藩
士
が
宗
匠
と
し
て
地
域
の
俳
譜
の
指
導
的
な
存
在
と
な
る
場
合
も
あ
っ

た
。
村
松
町
の
初
代
宗
匠
と
い
わ
れ
る
器
白
は
、
姓
を
高
橋
、
通
称
岸
右
衛
門
と
い

い
、
村
松
藩
の
物
頭
役
二
五
〇
石
取
り
の
藩
士
で
あ
っ
た
。
寛
保
三
（
一
七
四
三
）

年
の
序
文
を
有
す
る
俳
書
を
編
ん
で
い
る
。
器
白
以
後
、
九
代
ま
で
宗
匠
格
を
ひ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

つ

ぐ
が
、
八
代
、
九
代
が
不
明
の
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
村
松
藩
士
で
あ
る
。

　
幕
末
期
に

な
る
と
、
俳
譜
は
著
し
く
大
衆
化
す
る
。
十
日
町
市
域
で
は
、
集
落
ご

と
に
俳
譜
結
社
が
存
在
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
集
落
に
よ
っ
て
は
、
全
戸
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

俳
号

を
も
っ
た
俳
人
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
必
ず
し
も
一
般

的

な
も
の
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
が
、
俳
譜
が
き
わ
め
て
大
衆
的
な
も
の
と
な
っ
て

い

た
こ
と
が
わ
か
る
事
例
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
越
佐
に
お
い
て
は
海
岸
線
地
域
を
中
心
と
し
て
、
い
ち
早
く
俳

譜
文
化
が
興
隆

し
た
が
、
十
八
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、
深
く
内
陸
部
に
も
浸
透
し
、

各
地
に
俳
額
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
幕
末
期
に
は
、
十
日
町
地
域
の
よ
う
に
、

著
し
い
大
衆
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

③
佐
久
間
家
と
「
俳
譜
留
」

　
「
俳
譜
留
」
を
所
蔵
す
る
佐
久
間
家
に
は
、
「
諸
事
覚
書
」
と
も
い
う
べ
き
大
部
の

　
　
　
　
（
3
2
）

冊
子
が
あ
る
。
宝
永
～
享
保
年
間
の
記
録
で
あ
り
、
支
配
の
変
遷
、
各
村
の
村
高
な

ど
の
よ
う
な
公
事
に
関
す
る
も
の
か
ら
、
「
佐
久
間
家
系
」
、
自
家
の
持
ち
高
な
ど
家

内
に
関
す
る
記
録
、
「
源
平
盛
衰
記
」
の
書
き
抜
き
な
ど
、
種
々
の
記
事
を
所
載
し

て

い

る
。
表
紙
は
な
く
表
題
も
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
「
諸
事
覚
書
」
と
呼
ん

で
お
こ
う
。

　
正
徳
元
（
一
七
＝
）
年
の
年
号
を
有
す
る
「
佐
久
間
家
系
」
に
は
、
寛
文
十
一

（
一
六

七
一
）
年
生
ま
れ
の
名
左
衛
門
の
名
前
が
見
え
る
。
こ
の
家
系
図
が
作
成
さ

れ

た
正
徳
元
年
に
は
四
十
歳
に
あ
た
る
。
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
に
は
名
左
衛
門

の
娘

を
妻
と
し
て
孫
左
衛
門
が
入
籍
し
て
お
り
、
佐
久
間
家
を
継
承
し
て
い
る
。
孫

5
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左
衛
門
は
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
二
〇
歳
の
時
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
「
諸
事
覚
書
」
の
記
事
も
宝
永
七
年
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
覚
書

の
作
成
は
孫
左
衛
門
の
入
籍
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
家
の
継

承
を
念
頭
に
置
い
て
、
名
左
衛
門
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
宝
永
七
年
の
「
須
走
村
高
免
附
」
に
よ
れ
ば
、
須
走
村
の
高
は
お
よ
そ
三
八
四
石

で
あ
り
、
こ
の
う
ち
名
左
衛
門
の
持
ち
高
と
し
て
一
〇
〇
石
四
斗
五
升
四
合
の
記
載

が
見
え
る
。
村
高
全
体
の
四
分
の
一
に
あ
た
り
、
村
内
随
一
の
大
高
持
ち
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
庄
屋
は
お
よ
そ
八
〇
石
を
有
す
る
井
上
市
郎
左
衛
門
が
務
め
て
い

る
が
、
佐
久
間
家
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
佐
久
間
家
の

俳
譜
文
化
へ
の
参
加
の
背
景
に
、
巨
大
な
経
済
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
次
節
で
検
討
す
る
「
俳
譜
留
」
は
元
文
～
寛
保
期
（
一
七
三
六
～
一
七
四
三
）
に

か

け
て
の
俳
譜
記
録
で
あ
り
、
名
左
衛
門
も
し
く
は
孫
左
衛
門
の
い
ず
れ
か
が
作
成

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
佐
久
間
家
に
は
「
俳
譜
留
」
の
ほ
か
、
種
々
の
俳
譜
資
料

が
あ
る
。
年
号
の
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
の
「
月
並
寄
撰

句
留
」
、
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
の
「
中
嶋
村
薬
師
堂
奉
納
前
句
」
、
宝
暦
五
二

七
五

五
）
年
の
江
府
浅
草
御
堂
前
辻
村
五
兵
衛
の
版
に
な
る
俳
譜
手
引
き
書
な
ど
が

あ
る
。
こ
の
時
期
に
活
発
に
俳
譜
情
報
を
収
集
し
、
俳
譜
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
「
俳
譜
留
」
の
作
成
も
、
こ
の
よ
う
な
俳
譜
活
動
の
一
環
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

④
「
俳
譜
留
」
に
み
ら
れ
る
十
八
世
紀
前
半
の
俳
譜
文
化

1
　
「
俳
譜
留
」
と
そ
の
作
者

　
「
俳
譜
留
」
は
、
紙
数
一
〇
七
枚
に
及
ぶ
大
部
の
横
帳
で
あ
る
。
表
紙
に
は
「
俳
譜

留
」
と
記
し
て
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
各
地
の
社
寺
に
奉
納
し
た
句
集
、
歳
旦
帳
な

ど
が
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
「
俳
譜
其
鑑
之
内
」
「
諸
国
文
通
発
句
」
「
剃
髪

の
賀
」
な
ど
と
題
す
る
句
集
や
、
「
懐
旧
午
ノ
朧
月
五
日
興
行
」
と
い
う
句
会
の
句

集
、
あ
る
い
は
「
勢
多
長
橋
巻
一
」
と
題
す
る
俳
譜
の
書
籍
の
書
き
抜
き
な
ど
、
俳

譜
に

関
す

る
種
々
の
資
料
を
採
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
歳
旦
帳
や
奉
納
句
集
は
年
代

順
に

収
録

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
地
域
的
に
も
規
則
性
は
み
ら
れ
な
い
。

お

そ
ら
く
、
記
事
を
入
手
す
る
た
び
に
、
作
成
者
が
こ
れ
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
「
俳
譜
留
」
の
作
成
者
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
佐
久
間
名
左
衛
門
も
し
く
は
孫

左
衛
門
と
思
わ
れ
る
が
、
収
録
さ
れ
て
い
る
句
集
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
須
走
村

兎
睡

と
い
う
俳
号
を
名
乗
る
人
物
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
佐
久
間
家
が
所
在
す

る
須
走
村
の
俳
人
と
し
て
は
、
こ
の
兎
睡
の
み
が
見
え
、
ま
た
兎
睡
は
、
元
文
元
年

木
津
村
薬
師
、
元
文
三
年
中
嶋
村
薬
師
堂
、
元
文
五
年
宮
内
八
幡
宮
、
寛
保
元
年
六

勺
ノ
原
弁
天
堂
の
各
奉
納
俳
額
に
入
集
し
て
い
る
。
木
津
村
薬
師
と
中
嶋
村
薬
師
堂

で

は
そ
れ
ぞ
れ
二
句
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
中
嶋
村
薬
師
堂
の
奉
納
は
、
兎
睡
自
身

が
願
主

と
も
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
か
な
り
活
発
に
俳
譜
活
動

を
お
こ
な
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
自
ら
が
投
句
し
た
奉
納
俳
譜
に
つ
い
て

書

き
留
め
た
の
が
、
こ
の
「
俳
譜
留
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
収
録

さ
れ
て
い
る
句
集
に
は
、
自
身
が
出
句
し
た
俳
額
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に

あ
る
い
は
文
書
な
ど
を
通
じ
て
見
聞
し
た
と
思
わ
れ
る
他
の
俳
額
に
関
す
る
も
の
も

あ
る
。
た
と
え
ば
正
徳
六
（
一
七
一
六
）
年
の
白
山
宮
奉
納
と
、
享
保
三
（
一
七
一

八
）
年
の
新
潟
如
来
寺
大
仏
堂
の
句
集
の
後
に
、
「
右
二
巻
ハ
寛
保
元
年
の
小
春
写

之
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
兎
睡
が
奉
納
俳
額
に
出
句
す
る
よ
う
に
な
る
二

〇
年
ほ
ど
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
写
し
た
寛
保
元
年
頃
に
見
聞
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
出
湯
村
薬
師
奉
納
に
つ
い
て
も
、
「
享
保
の
頃
か
」
と
記
し
て
い
る
。

出
湯
村
（
北
蒲
原
郡
笹
神
村
）
は
須
走
村
の
近
隣
地
域
で
あ
り
、
実
際
に
見
聞
し
た

俳
額
に

つ
い

て
、
享
保
初
期
の
頃
の
も
の
と
推
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
俳
譜
留
」
は
、
元
文
期
に
俳
譜
活
動
を
お
こ
な
っ
た
兎
睡
と
号
す

る
人
物
が
、
自
ら
の
活
動
の
対
象
と
な
っ
た
奉
納
俳
額
や
、
入
手
し
た
俳
額
・
歳
旦

6
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表1佐久間家「俳譜留」
考
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
　
　
中
中
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
　
　
　
　
連
連
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
内
内
　
　
　
門
門
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
発
之
の
　
　
　
蕉
蕉
蕉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
新
番
番
　
　
　
　
潟
潟
潟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潟
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
百
廿
　
　
　
　
新
新
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抜

数
句
寄

0
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0
0
0
5
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3
0
　
　
0
0
　
　
0
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3
6
0
1
　
　
　
　
　
　
　
　
0
8
1
　
　
0
0
　
　
0
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
0
4
　
　
　
　
　
　
　
　
5
1
5
5
1
0
6
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3
5
2
3
　
　
6
1
0
　
　
4
　
　
　
1
3
　
　
　
　
　
1
1

数
載
掲

0
7
5
0
3
6
3
2
3
0
6
2
0
2
2
3
0
0
0
4
0
4
0
0
2
6
2
6
2
7
3
6
0
2
　
　
2
1
8
6
1
0
7
3
1
0
3
7
5
7
7
3
1
1
3
5
4
1
0
1
5
7
4
3
2
3
7
　
　
1
3
5

等
者
撰

　

　

　

　

　

　

記

　

　

　

　

　

竹

雨

竹
　
　
　

慈

　
一
慈
　
　
　
　
東
池
池
勢
白
池
池
止
止
池
勢
　
　
　
一
池
池
　
　
池
池
　
　
池
　
　
池
止
　
　
止
慈
東

類
種

納

納

納

納

旦

旦

旦

納

納

奉

奉

奉

歳

歳

歳

奉

奉

奉

奉

奉

奉

奉

奉

奉

歳

歳

奉

奉

奉

歳

奉

奉

歳

奉

歳

奉

奉

奉

奉

奉

奉

代
年

θ
旬
旬
　
　
θ
の
D
の
力
の
鋤
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
旬
D
D
D
7
1
7
1
7
1
頃
7
2
7
2
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
q
q
q
の
q
q
q
q
仕
、
O
q
q
q
臼
⊂
α
α
ほ
q
O
q
α
ほ
q
q
q
任
白
⊂
α
6
3
4
初
H
1
2
1
6
元
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
元
元
元
徳
保
保
保
保
保
保
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
保
保
保
明
明
明
明
明
正
享
享
享
享
享
享
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
元
寛
寛
寛
不
不
不
不
不

名
体
治
自
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
市
　
　
　
　
市
市
市
町
村
市
市
市
町
町
島
町
町
町
市
市
市
市
田
町
町
田
　
　
町
　
　
市
　
　
　
町
市
市
市
市
市
潟
潟
原
神
潟
潟
潟
越
原
之
原
越
原
上
上
潟
潟
発
水
田
発
明
原
明
潟
明
明
越
潟
条
潟
潟
根
新
新
水
笹
新
新
新
横
水
中
水
横
水
村
村
新
新
新
分
安
新
不
水
不
新
不
不
横
新
三
新
新
白

所
場

　

　

　

　

　

　

　

　

町

町

村

村

町

町
　

潟

社

新

寺

出
新
新
新
木
寺
中
下
小
中
岩
岩
新
新
新
国
保
菅
不
外
不
新
不
不
木
新
三
新
新
西

称
名

　

　

　

　

　

　

　

　

寄

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

発

納

発

堂

納
　
　
　
　
　
　
　
　
納

奉

納
　
　
納

　
　

仏

奉

納
　
　
　

大

堂

奉
　
　
　
　
　
奉

堂

訪

寺

音

来

観

薬
　
　
　
　
　
薬

観

町

天

八

薬

奉

発

如

村

村

　
　
　

新

寺

出
歳
元
歳
木
寺
中
下
小
中
岩
同
新
未
元
国
保
菅
己
外
宮
元
六
寛
木
新
三
新
天
笠

1
2
3
4
　
　
　
　
　
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
　
　
　
1
4
1
5
1
6
　
　
1
7
1
8
　
　
1
9
　
　
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

佐久間家「俳譜留」に掲載されるもののうち奉納俳額、歳旦帳を年代順に並べた。

奉納俳額には左欄に整理番号を付した。
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⑳
市

家
間
④

佐△　
　
　
⑮
安

　
　
　
⑳
白
根
市

⑳

な
ど
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
俳
譜
記
録
で
あ
っ
た
。

2

十
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
下
越
地
域
の
俳
譜

⑫

昧
　
　

⑦

中
之
島
町

　
「
俳
譜
留
」
に
収
録
さ
れ
る
資
料
の
う
ち
、
奉
納
句
集
と
歳
旦
帳
を
年
代
順
に
一

覧
に
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
二
五
の
奉
納
俳
額
と
、
八
つ
の
歳
旦
帳
を
収
め
て

い

る
。
記
事
は
正
徳
六
（
一
七
一
六
）
年
か
ら
、
寛
保
元
（
一
七
四
二
年
に
わ
た

っ

て

い
る
。

　
正
徳
六

（
一
七
一
六
）
年
の
新
潟
白
山
宮
の
奉
納
は
、
越
佐
地
域
の
な
か
で
も
、

　　　ζ　　　　　　」／一一9、

「俳譜留」奉納俳譜一覧　数字は表1の整理番号図1
紀
後
半
の

こ
の
よ
う
な
隆
盛
は
、

た
と
い
え
よ
う

　
次

に
、
句
会
や
奉
納
が
開
催
さ
れ
た
場
所
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
歳
旦
に
つ

い
て

み
て

み

る
と
、
新
潟
町
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
一
件
だ
け
新
発
田
町
の
も
の
が

あ
る
が
、
不
明
の
二
件
を
の
ぞ
く
四
件
が
新
潟
町
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
前
半
の
時
期
に
、
新
潟
町
で
盛
ん
に
歳
旦
の
句
会
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と

が
わ

か

る
。
歳
旦
帳
は
印
刷
し
て
俳
譜
仲
間
に
配
布
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
兎
睡
も
、

な
ん
ら
か
の
伝
手
を
得
て
こ
れ
ら
の
歳
旦
帳
を
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
初
期
の
奉
納
俳
額
と
い
っ
て
よ
い
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
白
山

宮
に
は
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
頃
に
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て

い

る
が
、
正
徳
六
年
の
こ
の
奉
納
は
俳
額
の
奉
納
と
し
て
注
目
さ
れ
る

事
例
で
あ
る
。
元
文
三
年
に
は
六
回
、
翌
元
文
四
年
に
は
三
回
に
わ
た
っ
て

奉
納
が
行
わ

れ
て

お

り
、
元
文
期
に
、
き
わ
め
て
頻
繁
に
俳
額
奉
納
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
存
す
る
俳
額
は
近
世
後
期
・
幕
末
期
の

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
十
八
世
紀
後
半
が
限
界
線
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
以
前
に

お

い
て

俳
額
の
奉
納
が

ど
の
程
度
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
は
不
明

で

あ
っ
た
が
、
「
俳
譜
留
」
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
初
頭
か
ら
前
半
に
か
け

て

の
時
期
に

お

い

て
、
す
で
に
俳
額
奉
納
が
隆
盛
を
み
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
納
に
寄
せ
ら
れ
た
俳
句
数
も
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。
元
文

四

年
菅
谷
不
動
堂
の
二
三
一
〇
句
を
は
じ
め
、
元
文
二
年
中
之
嶋
町
諏
訪
宮

の
一
五
三
〇
句
な
ど
、
千
句
を
越
す
奉
納
が
日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
一
人
で
何
句
も
出
句
す
る
場
合
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
膨
大
な
数
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
奉
納
俳
額
に
、
数
百

名
の
俳
人
が
句
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
十
日
町
市
に
残
る
四
日
町
観

音
堂
の

俳
額

は
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

前
述
の
通
り
こ
れ
に
は
三
五
七
二
句
の
俳
句
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
十
八
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

で
に

十
八
世
紀
前
半
の
時
期
に

準
備

さ
れ
て
い

　
　
　
O

8
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表2　「俳譜留」俳人一覧

B

0
0
0
1
0
　
　
2
0
0
　
　
1
　
　
1
　
　
0
　
　
1
0
1
0
0
　
　
0
　
　
0
0
　
　
1
　
　
0
　
　
1
　
　
0
4
　
　
0
　
　
0
　
　
1
　
　
0
1
　
　
1
0

臨

A

1
1
1
2
1
　
　
5
1
3
　
　
2
2
　
　
2
　
　
2
　
　
3
1
9
1
4
　
　
2
　
　
1
1
　
　
1
0
　
　
1
4
　
　
3
　
　
2
7
　
　
1
　
　
2
　
　
1
　
　
2
1
　
　
1
7
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

皿

名
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
〉
　
　
＞
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
＞
　
　
　
　
　
　
町
　
　
〉
　
　
＞
　
　
〉
　
　
　
＞
　
　
〉
　
　
〉
　
　
〉
　
　
　
市
　
　
　
　
　
市
　
　
　
　
　
町
　
　
市
　
　
〉
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
町
　
　
〉
　
　
　
島
　
　
市
　
　
市
　
　
市
　
　
　
町
　
　
村
　
　
市
　
　
市
　
　
　
川
　
　
〉
　
巻
場
　
　
木
泉
　
　
　
　
松
　
　
茂
　
　
市
　
　
条
　
　
戸
　
　
内
　
　
川
　
　
町
町
　
　
之
嶋
附
　
　
尾
　
　
岡
　
　
　
泊
　
　
島
谷
崎
　
　
越
　
　
津
魚
川
明
頭
笠
萱
橋
之
五
泉
新
条
村
松
加
茂
燕
池
三
栗
木
条
保
内
津
川
栄
面
崎
中
之
見
町
栃
尾
長
原
岡
寺
泊
和
嶋
柏
崎
上
田
江
糸
魚
不
戸
西
東
松
鷲
く
五
下
下
く
村
く
加
く
小
く
井
一
三
下
保
く
津
く
大
尾
く
中
く
今
く
栃
く
関
長
く
寺
く
小
く
柏
く
高
直
く
糸
く

計
合

B
2
0
0
0
1
4
0
0
2
　
　
0
1
0
1
2
　
　
1
　
　
0
0
　
　
1
1
0
　
　
0
3
0
　
　
0
　
　
2
　
　
0
　
　
1
　
　
2
0
0
1
1
1
1
　
　
1
3
0
5
0
　
　
　
　
4

A

6
2
2
1
7
9
6
1
1
9
　
　
3
3
2
1
4
　
　
1
　
　
1
1
　
　
2
1
1
　
　
1
5
1
　
　
1
　
　
4
　
　
1
　
　
1
　
　
2
3
1
8
1
1
2
　
　
6
5
1
H
1

名
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
＞
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＞
　
　
　
〉
　
　
　
〉
　
　
　
＞
　
　
　
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
　
　
　
村
　
　
村
　
　
　
町
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
村
　
　
町
　
　
村
　
　
町
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
埼
　
　
　
　
　
　
　
方
村
潟
り
　
　
川
　
　
　
根
町
町
　
　
山
室
　
　
田
　
　
彦
　
　
水
町
津
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
　
　
　
枚
屋
通
川
潟
潟
垂
賀
潟
野
黒
野
場
鳥
仏
原
味
方
月
曲
滑
西
付
根
曽
巻
ノ
町
根
岩
納
吉
田
弥
彦
分
水
新
口
上
谷
津
島
嶋
　
　
白
巻
井
八
根
井
酒
新
曽
鍋
新
沼
平
舞
割
く
大
木
黒
立
鳥
く
味
く
上
木
く
押
曽
東
く
竹
巻
三
く
和
く
吉
く
弥
く
分
く
川
北
塩
新
荻
福
結
く
笠
臼
上
白
高

B

2
　
　
0
0
　
　
0
5
0
0
　
　
0
　
　
1
1
0
　
　
0
0
　
　
0
0
0
　
　
0
0
0
0
0
0
　
　
0
1
0
8
1
1
　
　
4
　
　
7
　
　
3
1
0
6
　
　
0
0
2
0

A

28

　
　
1
1
　
　
1
1
5
1
1
　
　
1
　
　
2
0
1
　
　
1
1
　
　
9
1
1
　
　
4
1
5
2
1
2
　
　
1
2
1
2
4
6
5
　
　
7
　
　
1
0
　
　
7
2
2
1
2
　
　
1
1
5
1

名
地

　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
＞
＞
　
　
〉
　
　
　
村
　
　
　
　
　
　
町
　
　
市
　
　
　
〉
　
　
　
＞
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＞
　
　
＞
　
　
〉
　
　
　
　
　
　
〉
市
　
　
町
　
　
嶋
川
田
　
　
田
田
寺
田
田
　
　
　
市
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
　
　
　
　
町
　
　
町
　
　
町
　
　
　
　
　
市
上
　
　
条
　
　
天
治
新
　
　
新
新
雲
新
発
田
　
　
栄
堂
呂
浦
　
　
　
目
神
　
　
村
　
　
　
　
　
　
原
一
　
宮
　
　
　
　
田
　
　
田
　
　
越
　
　
　
　
　
　
潟
村
船
中
橋
二
加
村
治
馬
井
紫
吉
新
発
清
豊
子
戸
豊
町
端
ノ
笹
室
堂
岡
走
湯
崎
水
分
　
　
ケ
原
社
越
安
田
亀
田
横
津
杉
海
越
新
渕
木
瀬
山
く
岩
く
柴
十
く
奥
加
相
藤
く
宮
く
新
則
く
太
長
く
荒
池
中
く
大
女
笹
須
出
山
く
五
里
庄
水
寺
堀
く
保
く
亀
く
木
小
沢
横
く
大
か
加
北

佐久間家「俳譜留」により作成した。

A欄は「俳譜留」にみえる俳人数。B欄はこのうち『近世越佐の俳書第1巻』「越佐人名索

引」にみえる俳人数である。

黒埼町は現在新潟市となっている。

9

　
俳
額

を
奉
納
さ
れ
た
社
寺
の
う
ち
所
在
地
の
わ
か
る
も
の
を
示
し
た
の
が
図
1
で

あ
る
。
佐
久
間
家
の
あ
る
須
走
村
は
、
現
在
の
笹
神
村
の
西
端
、
水
原
町
と
の
境
界

近

く
で
あ
る
。
図
1
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
水
原
町
、
横
越
町
、
安
田
町
、
笹
神
村

な
ど
、
佐
久
間
家
の
近
隣
地
域
の
も
の
が
多
い
。
こ
の
う
ち
、
兎
睡
の
句
が
入
集
し

た
の
は
、
⑤
と
⑩
で
あ
る
。
出
句
し
て
も
必
ず
入
撰
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
兎

睡
の

句
が
見
あ
た
ら
な
い
他
の
俳
額
に
も
、
実
際
に
は
投
句
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
俳
譜
留
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
奉
納
社
寺
の
所
在
地
は
、
須
走
村
の
周
辺
地
域

が
多
い
が
、
南
は
中
之
嶋
町
（
中
之
島
町
）
、
北
は
岩
船
町
（
村
上
市
）
に
ま
で
及
ん

で
い

る
。
い
ず
れ
も
須
走
村
か
ら
は
五
〇
キ
ロ
程
の
距
離
に
あ
る
。
こ
れ
は
兎
睡
が

関
心
を
示
し
あ
る
い
は
参
加
す
る
俳
譜
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
範
囲
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う

が
、
お
よ
そ
現
在
の
下
越
地
域
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
兎
睡
は
奉
納
の
願

主

と
な
っ
て
い
る
が
、
句
集
の
撰
者
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
宗
匠
な
ど
の
立
場
に
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
村
的
な
俳
人
に
お
い
て
も
、
下
越
地
域
に

広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
表
2
は
、
「
俳
譜
留
」
の
歳
旦
・
奉
納
俳
額
に
俳
号
の
見
え
る
俳
人
数
の
一
覧
で
あ

る
。
表
の
A
欄
が
「
俳
譜
留
」
に
掲
載
さ
れ
る
俳
人
数
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
『
近

世
越
佐
の
俳
書
　
第
一
巻
』
「
越
佐
俳
人
名
索
引
」
の
な
か
に
確
認
し
得
る
者
の
数
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「俳詣留」所収俳人分布　数字は俳人数図2

10

を
B
欄
に
示
し
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
越
佐
俳
人
名
索
引
」
は
寛
延
二
二

七
四

九
）
年
ま
で
に
越
佐
で
編
纂
さ
れ
た
俳
書
に
登
場
す
る
俳
人
の
索
引
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
俳
書
に
句
を
載
せ
る
よ
う
な
、
あ
る
程
度
力
量
を
認
め
ら
れ

た
俳
人
の
名
簿
と
い
え
る
。
「
俳
譜
留
」
に
見
え
る
俳
人
は
、
六
五
二
人
に
の
ぼ
る

が
、
こ
の
う
ち
「
越
佐
俳
人
名
索
引
」
に
確
認
し
得
る
者
は
一
四
五
人
に
す
ぎ
な
い
。

残

り
の
五
〇
七
人
は
俳
書
な
ど
に
は
登
場
し
て
こ
な
い
よ
う
な
句
作
者
た
ち
で
あ
っ

た
。　

新
潟
町
の

七
九
人
が
最
も
多
く
、
岩
船
の
二
八
人
、
水
原
の
二
四
人
、
村
松
の
二

二
人
、
新
発
田
二
〇
人
な
ど
が
つ
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
現
在
の
市
町
村
単
位
に

示

し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
俳
人
は
下
越
地
域
、
と
く
に

新
潟
市
、
水
原
町
、
白
根
市
、
横
越
町
、
村
松
町
、
新
発
田
市
、
新
津
市
な
ど
の
中

蒲
原
郡

と
北
蒲
原
郡
の
南
部
に
集
中
し
て
い
る
。
中
越
お
よ
び
上
越
地
域
の
俳
人
は
、



ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
地
域
に
俳
人
が
存
在
し
な
か
っ
た

の

で

は
な
く
、
地
域
で
開
か
れ
る
歳
旦
や
奉
納
の
地
理
的
な
範
囲
を
示
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
額
に
入
集
し
て
い
る
俳
人
の
分
布
を
み
て
み
る
と
、
日
常
的
な
俳

譜
の
範
囲
が
さ
ら
に
よ
く
わ
か
る
。
俳
額
に
よ
っ
て
寄
せ
ら
れ
た
句
数
は
異
な
る
が
、

入
集
し
て
い
る
俳
人
の
分
布
も
、
比
較
的
近
隣
の
地
域
に
限
ら
れ
る
場
合
と
、
下
越

地
域
一
帯
に
及
ぶ
場
合
と
が
あ
る
。
図
3
は
、
享
保
四
年
に
寺
社
村
観
音
堂
に
奉
納

さ
れ
た
俳
額
の
例
で
あ
る
。
願
主
は
堀
越
村
（
水
原
町
）
の
和
水
で
あ
り
、
五
泉
町

（五
泉
市
）
の
一
雨
が
撰
者
と
な
っ
て
い
る
。
四
百
余
の
俳
句
が
投
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
う
ち
二
五
句
が
撰
ば
れ
て
い
る
。
寺
社
村
は
現
在
の
水
原
町
に
あ
り
、
入

　　笹神村
♪

水
原
町
．
☆
・

ン

図3　享保4年寺社観音堂奉納

　　　◎奉納先　●入撰者

集
し
て
い
る
俳
人
も
、
水
原
町
、
笹
神
村
な
ど
の
人
が
多
い
。
堀
越
か
ら
五
人
が
入

集
し
て
い
る
が
、
願
主
が
堀
越
村
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
新
発
田
町
か
ら
も
四
人
の
入
集
者
が
あ
る
が
、
寺
社
村
か
ら
お
よ
そ
二
〇
キ

ロ

ほ

ど
の
場
所
に
あ
る
。
こ
の
奉
納
で
は
、
奉
納
社
寺
の
近
隣
地
域
か
ら
句
を
募
っ

て

い

る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

図
4
は
、
元
文
三
年
の
小
杉
村
八
幡
奉
納
で
あ
る
。
お
よ
そ
千
句
の
う
ち
か
ら
七

二
句
を
掲
載
し
て
い
る
。
奉
納
先
は
現
在
の
横
越
町
の
北
部
、
小
杉
村
で
あ
る
。
横

越
町
、
新
潟
市
南
部
、
新
津
市
北
部
な
ど
、
奉
納
先
の
近
隣
地
域
の
密
度
が
最
も
高

い

が
、
南
は
見
附
市
、
長
岡
市
、
北
は
村
上
市
ま
で
入
集
者
が
あ
り
、
下
越
地
域
全

域
に

及
ん

で
い

る
。
撰
者
は
新
潟
の
池
柳
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
越
後
に
お
け
る

代
表
的
な
宗
匠
と
み
ら
れ
、
他
の
奉
納
に
お
い
て
も
頻
繁
に
撰
者
を
つ
と
め
て
い
る
。

　

図
5
は
、
元
文
二
年
の
中
之
嶋
町
諏
訪
宮
奉
納
で
あ
る
。
一
五
三
〇
余
の
句
が
寄

せ

ら
れ
て
い
る
。
撰
者
は
勢
州
の
乙
由
に
依
頼
し
て
い
る
。
乙
由
は
伊
勢
の
人
で
、

芭
蕉
の

門
人
、
各
地
を
行
脚
し
て
平
俗
な
俳
風
を
広
め
た
と
い
わ
れ
る
。
伊
勢
派
と

呼
ば
れ
る
強
大
な
勢
力
を
築
き
、
各
務
支
考
の
美
濃
派
と
並
ん
で
、
「
鄙
曲
」
の
蕉

　
　
　
　
（
詔
）

風
に

属
す
る
。
な
お
、
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
に
も
新
潟
連
中
が
乙
由
に
あ
て
て

歳
旦

を
送
っ
た
手
紙
が
記
さ
れ
て
お
り
、
乙
由
と
越
後
俳
譜
の
関
係
を
物
語
っ
て
い

る
。
さ
す
が
に
こ
の
ク
ラ
ス
の
撰
者
の
場
合
に
は
、
広
く
句
が
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
北
は
村
上
市
、
南
は
長
岡
市
、
小
千
谷
市
な
ど
の
古
志
郡
、
魚
沼
郡
に
ま
で

及
ん

で
い

る
。
し
か
し
入
集
者
が
奉
納
社
寺
の
地
元
で
あ
る
中
之
嶋
町
と
、
そ
の
隣

接
地
域
で

あ
る
今
町
（
見
附
市
）
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
奉
納
の
特
徴
で

あ
る
。
全
国
的
に
著
名
な
俳
人
を
撰
者
に
し
て
、
広
く
越
後
内
か
ら
句
を
募
り
つ
つ

も
、
地
元
地
域
の
結
社
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
元
文
三

（
一
七
三

八
）
年
に
岩
船
宮
に
奉
納
さ
れ
た
俳
額
に
は
、
羽
州
（
現
在
の

山
形
県
）
か
ら
も
句
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
庄
内
カ
モ
か
ら
二
人
、
大
山
か
ら
二
人
、

鶴
岡
か
ら
四
人
の
俳
号
が
み
え
る
。
い
ず
れ
も
山
形
県
庄
内
の
地
域
で
あ
り
、
岩
船

と
は
海
路
を
通
じ
て
つ
な
が
り
が
深
い
。
米
沢
一
名
も
み
え
る
が
、
米
沢
街
道
を
通

11
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新津市

じ
た
、
羽
州
米
沢
城
下
と
の
つ
な
が
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
越
後
内
に
お
い
て
も
、
南

部
の
港
町
で
あ
る
柏
崎
の
人
が
一
名
あ
り
、
概
し
て
い
え
ば
、
こ
の
岩
船
宮
の
奉
納

に

は

広
い
範
囲
か
ら
句
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
正
徳
六

（
一
七
一
六
）
年
の
新
潟
白
山
宮
奉
納
に
は
、
越
後
だ
け
で
な
く
、
広
く

諸
国
か
ら
句
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
与
板
、
三
条
、
新
潟
、
加
治
、
弥
彦
な
ど
の
越

後
の
地
名
の
ほ
か
に
、
出
羽
、
奥
州
、
若
松
、
能
登
、
越
前
、
江
州
、
大
坂
、
京
な

ど
の
国
名
が
見
え
る
。
「
外
略
ス
、
百
番
之
内
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
の
で
、

実
際
に
は
百
句
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

図4　元文3年小杉村八幡奉納

　　　④奉納先　●入撰者

た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
俳
譜
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
も
強
い
関
係
を
保
っ
て
い
た
。

宗
匠
に
依
頼
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

ベ
ル
で
交
流
圏
を
持
っ
て
お
り
、

を
し
た
の
で
あ
る
。

3

る
。
「
俳
譜
留
」
に
書
き
留
め
ら
れ
た
範
囲
で
も
、
様
々
な
地
域
か
ら

出
句
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
奉
納
が
き
わ
め
て
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
撰
者
は
、
他
の
奉
納
に
も
し
ば
し
ば
撰
者
と
し

て

あ
ら
わ
れ
る
新
潟
の
慈
竹
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
新
潟
町
の
俳
人
た

ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
全
国
に
投
句
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
「
俳
譜
留
」
に
記
さ
れ
る
奉
納
俳
額
の
地
理
的
な

範
囲
を
み
て
み
る
と
、
お
よ
そ
三
種
類
ほ
ど
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
で
あ
る
。
享
保
四
年
の
寺
社
村
観
音
堂
の
よ
う
に
、
奉
納
社
寺
の

近
隣
地
域
に
限
ら
れ
る
も
の
、
元
文
三
年
小
杉
村
八
幡
、
元
文
二
年
中

之
嶋
町
諏
訪
宮
な
ど
の
よ
う
に
、
近
隣
地
域
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
下

越
一
帯
に
及
ん
で
い
る
も
の
、
正
徳
六
年
新
潟
白
山
宮
の
場
合
の
よ
う

に
、
全
国
か
ら
出
句
さ
れ
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
新
潟
白
山
宮
の
よ
う

な
事
例
は
、
十
八
世
紀
初
頭
の
段
階
で
、
全
国
に
投
句
を
よ
び
か
け
て

俳
額

を
奉
納
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
越
後
に
お
い
て
す
で
に
お
こ
な
わ

れ
て

い
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
［
般
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
多
く
の
奉
納
は
、
下
越
地
域
の
範
囲
内
か
ら
集

句
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
的
な
俳
人
に
と
っ
て
は
、
「
連
中
」
と

呼

ば
れ
る
結
社
が
日
常
的
な
俳
譜
の
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
え
た
広

域
的
な
活
動
の
場
と
し
て
、
下
越
一
帯
に
及
ぶ
交
流
圏
が
広
が
っ
て
い

　
　
　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
伊
勢
派
、
美
濃
派
な
ど
と
い
っ
た
全
国
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
納
の
撰
者
を
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
常
的
・
広
域
的
・
全
国
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
各
俳
人
は
、
自
身
の
力
量
に
応
じ
た
参
加
の
仕
方

俳
人
と
俳
句

「俳
譜
留
」
に
登
場
し
て
く
る
俳
人
た
ち
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
っ
た
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の
だ

ろ
う
か
。
町
村
名
と
俳
号
の
み
の
記
載
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
俳
人
た
ち
の
本
名

や
身
分
・
階
層
な
ど
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
各
自
治
体
史
な
ど
の
こ

れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
人
物
も
何
人
か
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
中
心
と
し
て
み
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
各
奉
納
の
撰
者
と
な
っ
て
い
る
人
を
み
て
み
よ
う
。
新
潟
の
一
宇
は
、
元
文

四
年
国
上
山
如
来
殿
奉
納
の
撰
者
を
つ
と
め
て
い
る
。
僧
職
で
あ
り
、
享
保
十
二
年

以
前
に
弥
彦
山
の
隣
に
あ
る
多
宝
山
麓
に
隠
棲
し
た
と
い
わ
れ
る
。
美
濃
の
各
務
支

考
を
訪
ね
、
諸
国
を
行
脚
し
て
、
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
に
句
集
「
芋
か
し
ら
」

笹神
　●

市新白
根
市

　　市　雀三

町

　
　
　
　
　
　
（
M
）

を
発
行
し
て
い
る
。
　
「
芋
か
し
ら
」
は
越
後
の
俳
人
が
発
行
し
た
も
っ
と
も
早
い
時

期
の
俳
書
の

ひ

と
つ
で
あ
る
。
一
宇
は
ほ
か
に
年
不
詳
の
国
上
山
如
来
殿
奉
納
の
評

者
も
し
て
い
る
が
、
国
上
山
は
一
宇
の
い
る
弥
彦
山
地
の
南
端
に
位
置
し
て
い
る
。

　
同
じ
く
新
潟
の
慈
竹
は
、
正
徳
六
（
一
七
一
六
）
年
の
新
潟
白
山
宮
奉
納
、
享
保

三
年
の
新
潟
如
来
寺
大
仏
堂
奉
納
、
享
保
初
め
の
頃
の
寺
社
村
観
音
堂
奉
納
、
年
不

詳
新
潟
町
天
野
神
明
宮
奉
納
な
ど
の
撰
者
と
な
っ
て
い
る
。
信
州
善
光
寺
門
前
の
武

家
に
生
ま
れ
、
新
潟
で
医
師
を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
享
保
一
二
　
（
一
七
三
六
）
年

の
没
で

あ
る
。
没
後
、
池
柳
に
よ
っ
て
追
善
集
「
春
の
雨
」
が
編
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
の
序

を
伊
勢
の
乙
由
が
書
い
て
お
り
、
伊
勢
派
の
流
れ
に
属
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
　
　
　
ら
し
い
。

図5　元文2年中之嶋町諏訪宮奉納
　　　◎奉納先　●入撰者

　
池
柳

は
、
元
文
期
に
頻
繁
に
奉
納
の
撰
者
を
し
て
お
り
、
こ
の
時
期

の

新
潟
に

お

け
る
も
っ
と
も
有
力
な
俳
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ

る
。
こ
の
ほ
か
、
年
不
詳
笠
巻
奉
納
の
撰
者
と
な
っ
て
い
る
東
伯
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

諸
国
の
俳
書
に
そ
の
名
前
を
現
す
俳
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各

奉
納
の
撰
者

と
な
っ
て
い
る
人
物
は
、
い
ず
れ
も
越
後
内
外
に
お
い
て

名
前
の
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　
次

に
一
般
の
俳
人
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
新
潟
の
鷺
洲
は
、

享
保
十
一
年
と
翌
十
二
年
の
歳
旦
に
そ
の
名
前
が
見
え
て
い
る
。
前
者

の
歳
旦
で
は

　
　
花
の
香
に
奈
良
商
人
の
声
つ
れ
て

と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
。
回
船
問
屋
を
営
む
商
人
で
あ
り
、
町
老
を

つ

と
め
た
。
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
に
剃
髪
し
て
僧
体
と
な
り
、
下

越

を
中
心
に
俳
譜
行
脚
し
た
と
い
わ
れ
る
。
俳
書
「
頭
陀
行
」
を
編
ん

　
　
（
3
7
）

で
い
る
。

　
同
じ
く
新
潟
町
の
葉
圃
も
、
享
保
十
一
年
の
歳
旦
で
次
の
よ
う
に
詠

ん

で
い
る
。

　
　
若
水
や

神
の
威
を
汲
信
濃
川
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鷺
洲
同
様
、
回
船
問
屋
を
営
ん
で
お
り
、
や
は
り
町
老
を
務
め
た
。
鷺
洲
、
葉
圃
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵠
）

こ
の
時
代
の
新
潟
町
の
俳
譜
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
水
原
の
美
笑
は
、
同
町
の
旧
族
、
我
孫
子
氏
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
『
水
原
郷
土

史
』
に
よ
れ
ば
、
我
孫
子
氏
は
、
そ
の
出
自
不
明
な
が
ら
、
安
永
年
間
に
莫
大
な
費

用
を
投
じ
て
五
頭
山
海
満
寺
に
三
十
三
番
の
観
世
音
を
寄
附
し
た
富
者
で
あ
っ
た
。

俳
号

と
し
て
素
月
、
美
笑
な
ど
の
名
前
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
句
は
存
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

る
も
の
が
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
美
笑
の
句
も
、
「
俳
譜
留
」
に
記
さ
れ

て

い

る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
　
裏
付
の

袴
ぬ
く
日
の
牡
丹
哉
　
　
　
　
元
文
三
年
中
嶋
村
薬
師
堂
奉
納

　
　
種
蒔
の

袋
か

ら
出
る
雲
雀
哉
　
　
　
　
元
文
四
年
保
田
町
地
蔵
堂
奉
納

　
　
虫
干
や
竿
に
重
た
き
日
の
匂
ヒ
　
　
　
元
文
五
年
外
城
村
八
幡
宮
奉
納

こ
の
ほ
か
、
年
不
詳
「
水
原
寄
」
、
元
文
三
年
中
嶋
村
薬
師
堂
奉
納
、
寛
保
元
年
木

津
村
薬
師
堂
奉
納
な
ど
に
も
出
句
し
て
い
る
。

　
入
集
し
て
い
る
者
の
な
か
に
は
、
詳
細
不
明
な
が
ら
、
盲
人
、
女
、
遊
女
、
少
人

な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
盲
人
は
二
人
の
名
前
が
見
え
る
が
、
そ
の
一
人
で
あ
る
新

潟
の
岡
一
は
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

　
　

東
雲
や
礼
と
お
し
合
初
烏
　
　
　
　
　
享
保
十
一
年
歳
旦

　
女
性

は
十
五
人
ほ
ど
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
三
人
は
遊
女
と
い
う
肩
書
き
を

持
つ
。
遊
女
の
錦
木
の
句
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
裏
道

は
月
夜
も
闇
き
水
鶴
哉
　
　
　
　
年
不
詳
新
潟
如
来
寺
奉
納

　

少
人
と
記
さ
れ
る
者
が
二
人
、
少
年
女
と
記
さ
れ
る
者
が
一
人
見
え
る
。
在
所
不

明
の
少
人
大
吉
と
、
新
潟
の
少
人
竹
風
の
句
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　

小
学
の
道
に

際
な
し
初
手
水
　
　
　
　
大
吉
　
享
保
十
一
年
歳
旦

　
　

海
山
の
景
色
を
飾
る
雑
煮
哉
　
　
　
　
竹
風
　
享
保
十
一
年
歳
旦

　
「
俳
譜
留
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
俳
句
は
、
千
を
超
え
る
出
句
の
な
か
か
ら
撰
ば

れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
実
際
に
存
在
し
た
俳
人
の
ほ
ん
の
一
部

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
時
期
の
俳
譜
の
中
心
は
、
先
に
み
た
富
商

や
富
豪
、
村
役
人
な
ど
が
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
周
辺
に
、

俳
譜
人
口

を
広
げ
つ
つ
あ
っ
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
投
句
の
機
会

し
だ
い
に

　
「
俳
譜
留
」
に
は
、
同
一
の
俳
人
が
何
度
も
登
場
す
る
。
俳
額
奉
納
が
あ
る
た
び

に

投
句
し
て
い
る
俳
人
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
投
句
動
向
か
ら
、
当
時
の
俳
人
た
ち
の

日
常
的
な
俳
譜
活
動
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
水
原

（水
原

町
）
の
一
帆
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
一
帆
は
ま
ず
寺
社
村
観
音
堂

奉
納
（
元
文
二
年
）
に
そ
の
名
前
が
見
え
、
翌
元
文
三
年
に
は
下
條
村
天
満
宮
、
小

杉
村
八
幡
、
岩
船
宮
の
各
奉
納
に
次
々
と
句
を
納
め
て
い
る
。
元
文
四
年
に
は
歳
旦

に

句
を
載
せ
、
菅
谷
不
動
堂
に
奉
納
し
て
い
る
。
元
文
五
年
に
も
歳
旦
と
外
城
村
八

幡
宮
に
句
を
見
せ
て
い
る
。
翌
寛
保
元
年
の
歳
旦
に
も
句
を
載
せ
、
そ
の
ほ
か
年
不

詳
の
六
勺
ノ
原
弁
天
堂
に
も
奉
納
、
春
水
原
寄
、
名
月
の
吟
な
ど
に
も
俳
号
が
見
え

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
元
文
二
年
か
ら
寛
保
元
年
頃
に
か
け
て
、
十
二
回
の
奉
納
、

歳
旦
等
に
、
合
計
十
三
句
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
横
越

（横
越
町
）
の
一
笙
も
活
発
に
投
句
し
て
い
る
俳
人
の
一
人
で
あ
る
。
元
文

元
年
木
津
村
薬
師
を
は
じ
め
、
元
文
三
年
に
は
小
杉
村
八
幡
、
中
嶋
村
薬
師
、
岩
船

宮
に
奉
納
し
、
元
文
四
年
に
も
歳
旦
、
保
田
地
蔵
堂
奉
納
、
元
文
五
年
に
は
歳
旦
に

句
を
載
せ
、
翌
寛
保
元
年
に
は
再
び
木
津
村
薬
師
に
奉
納
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
年

不
詳
の

奉
納
、
歳
旦
な
ど
四
件
あ
り
、
合
計
十
二
回
に
わ
た
り
、
十
三
句
を
載
せ
て

い
る
。

　
新
潟
の

ソ
ホ
ク
は
八
回
に
わ
た
り
十
一
句
を
、
荻
島
（
新
津
市
）
の
寸
家
の
場
合

は

八
回
に
わ
た
り
九
句
を
載
せ
て
い
る
。
「
俳
譜
留
」
の
作
者
と
み
ら
れ
る
須
走
村

（笹
神
村
）
の
兎
睡
が
四
度
の
俳
額
奉
納
に
八
句
を
載
せ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
俳
人
た
ち
の
俳
諸
活
動
は
き
わ
め
て
活
発
で
あ
っ
た
。
投

句
し
て
も
必
ず
入
集
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
実
際
に
投
句
す
る
頻
度
は
さ
ら
に
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高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
俳
譜
留
」
に
記
さ
れ
る
俳
句
も
、
こ
れ
ら
の
俳
人

の
俳
譜
の
す

べ
て

で
は

な
い
。
「
俳
譜
留
」
に
は
記
さ
れ
な
い
種
々
の
句
会
や
奉
納
、

句
集
の
編
纂
な
ど
に
も
参
加
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
か

ら
、
十
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
越
後
の
俳
譜
が
、
社
寺
へ
の
奉
納
な
ど
の

機
会
を
中
心
と
し
て
、
き
わ
め
て
日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
佐
久
間
家
の
「
俳
譜
留
」
に
よ
っ
て
、
越
後
に
お
け
る
俳
譜
の
地
域

的
展
開
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
越
佐
の
俳
譜
は
、
芭
蕉
通
行
以
後
よ
う
や
く
興
隆
を

み

せ
、
幕
末
期
に
は
集
落
ご
と
に
結
社
を
も
つ
ま
で
に
大
衆
化
す
る
。
し
か
し
そ
の

中
間
期
で
あ
る
十
八
世
紀
前
半
は
、
俳
額
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
残
存
せ
ず
、
地
域
的
な

実
態
は
未
解
明
の
部
分
が
多
か
っ
た
。
「
俳
譜
留
」
は
、
俳
譜
の
諸
活
動
が
こ
の
時

期
に
も
き
わ
め
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
お
り
、
地
域
的
な

浸
透
過
程

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
社
寺
へ
の
俳
額
の
奉
納
は
き
わ
め
て

頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
一
年
の
間
に
何
度
も
投
句
の
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
機
会
を
通
じ
て
、
他
町
村
の
俳
人
と
の
交
流
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て

い

た
。
そ
れ
は
、
地
元
の
俳
譜
結
社
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
下
越
全
体
に
広
が
る

規
模
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
。
ま
た
宗
匠
ク
ラ
ス
の
俳
人
を
通
じ
て
、

全
国
的
な
俳
譜
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
杉
仁
は
、
十
九
世
紀
の
在
村
に
お
け
る
俳
譜
が
商
品
流

通

と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
十
八
世
紀
前
半
の
越
後
に

お

け
る
俳
譜
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
商
品
流
通
な
ど
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
い

た
の
か
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
。
越
佐
の
初
期
の

俳
詣
が
海
岸
線
の
地
域
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
や
は
り
流
通

や
交
通

と
深
い
関
連
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
奉
納
さ
れ
た

俳
額

を
み
れ
ば
、
多
く
の
俳
人
が
幾
重
に
も
重
な
る
よ
う
に
、
種
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
参
画
し
あ
っ
て
い
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
俳
譜
の
た
め
の

独
自
な
文
化
圏
が
そ
こ
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
派
、
美
濃
派
な

ど
と
い
っ
た
特
定
の
俳
壇
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
う
か
が
わ
れ

る
。
中
上
流
の
階
層
が
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
十
八
世
紀
の
俳
譜
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
独
自
性
は
、
よ
り
強
い
も
の
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
杉
が
言
う
商
品
流
通
と
一
体
化
し
た
風
雅
の
世
界
は
、
十
八
世
紀
前
半
に
お
い
て

形
成
さ
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
活

性
化

し
つ
つ
あ
っ
た
商
品
生
産
と
そ
の
流
通
の
世
界
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
生

み

出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
幕
末
期
に
お
け
る
俳
譜
大
衆
化
の
基
礎
的
な
条

件
が
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
久
木
幸
男
「
古
代
民
衆
識
字
層
の
存
在
形
態
」
（
『
日
本
古
代
学
校
の
研
究
』
玉
川
大
学
出
版

　

部

一
九
九
〇
年
）
。

（
2
）
　
網
野
善
彦
「
日
本
の
文
字
社
会
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
列
島
の
文
化
史
　
五
」
日
本
エ
デ

　
　
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
　
一
九
八
八
年
）
四
三
頁
。

（
3
）
　
八
鍬
友
広
「
十
九
世
紀
末
日
本
に
お
け
る
識
字
率
調
査
ー
滋
賀
、
岡
山
、
鹿
児
島
県
の
調
査

　

を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
三
二
巻
一
号
　
一
九
九
〇
年
十
月
）
、
同

　

「近
世
民
衆
の
識
字

を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
日
本
教
育
史
研
究
会
「
日
本
教
育
史
研
究
」
十
二

　

号
　
一
九
九
三
年
十
月
）
。

（
4
）
青
木
美
智
男
『
文
化
文
政
期
の
民
衆
と
文
化
』
（
文
化
書
房
博
文
社
　
一
九
八
五
年
）
、
同

　

三

茶
の
時
代
』
（
校
倉
書
房
　
一
九
八
八
年
）
な
ど
。

（
5
）
杉
仁
『
近
世
の
地
域
と
在
村
文
化
ー
技
術
と
商
品
と
風
雅
の
交
流
ー
』
（
吉
川
弘
文
館
　
二

　
〇
〇
一
年
）
。

（
6
）
　
小
林
計
一
郎
「
俳
譜
の
隆
盛
と
社
会
」
（
竹
内
誠
編
『
日
本
の
近
世
　
十
四
』
中
央
公
論
社

　
　
一
九
九
三
年
）
一
三
〇
頁
。
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（
7
）
　
『
新
潟
県
史
　
通
史
編
三
　
近
世
一
』
（
新
潟
県
　
一
九
八
七
年
）
第
五
章
「
近
世
文
化
の
形

　
　
成
」
、
第
一
節
「
教
学
と
庶
民
文
化
」
。

（
8
∀
　
同
前
、
七
六
八
頁
、
表
一
七
四
「
諸
国
貞
門
・
談
林
俳
書
に
み
え
る
越
佐
俳
人
」
よ
り
。

（
9
）
　
同
前
、
七
六
九
頁
。

（
1
0
）
　
越
佐
古
俳
書
研
究
会
編
『
近
世
越
佐
の
俳
書
　
第
一
巻
』
（
高
志
書
院
　
一
九
九
八
年
）
。

（1
1
）
　
同
前
。

（
1
2
）
　
同
前
。
た
だ
し
同
書
で
は
、
『
新
潟
県
史
　
資
料
編
十
一
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
採

　
　
っ
て
い
な
い
。

（
1
3
）
　
『
新
潟
県
史
　
通
史
編
四
　
近
世
二
』
（
新
潟
県
　
一
九
八
八
年
）
八
一
三
ー
八
一
八
頁
。

（1
4
）
　
同
前
、
八
一
六
頁
。

（
1
5
）
　
同
前
、
八
一
七
頁
、
「
表
＝
二
九
　
　
『
暁
の
空
』
出
句
の
俳
人
居
住
地
」
よ
り
。

（
1
6
）
　
同
前
、
八
一
八
頁
。

（
1
7
）
　
『
新
津
市
史
　
通
史
編
・
上
巻
』
（
新
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
　
一
九
九
三
年
）
七
六
九

　
　
頁
。

（
1
8
）
　
『
十
日
町
市
史
　
通
史
編
三
　
近
世
二
』
（
十
日
町
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
　
一
九
九
六
年
）

　
　
四
三
一
頁
。

（
1
9
）
　
『
長
岡
市
史
　
通
史
編
上
巻
』
（
長
岡
市
　
一
九
九
六
年
）
六
五
三
頁
。

（
2
0
）
　
『
新
潟
市
史
　
通
史
編
二
　
近
世
（
下
）
』
（
新
潟
市
　
一
九
九
七
年
）
四
八
四
頁
。

（
2
1
）
　
『
堀
之
内
町
史
　
通
史
編
　
上
巻
』
（
堀
之
内
町
　
一
九
九
七
年
）
四
〇
六
頁
。

（
2
2
）
　
『
吉
川
町
史
　
第
一
巻
』
（
吉
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
　
一
九
九
六
年
）
八
六
三
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
『
十
日
町
市
史
　
通
史
編
三
　
近
世
二
』
三
九
八
頁
。

（
2
4
）
　
前
掲
『
堀
之
内
町
史
　
通
史
編
　
上
巻
』
四
〇
六
頁
、
お
よ
び
前
掲
『
十
日
町
市
史
　
通
史

　
　
編
三
』
三
九
九
頁
。

（
2
5
）
　
前
掲
『
十
日
町
市
史
　
通
史
編
三
』
四
〇
〇
頁
。

（
2
6
）
　
『
三
島
町
史
　
上
巻
』
（
三
島
町
史
編
纂
委
員
会
編
　
一
九
八
四
年
）
三
七
〇
頁
。

（
2
7
）
　
前
掲
『
新
潟
市
史
　
通
史
編
二
』
四
八
六
ー
四
九
三
頁
。

（
2
8
）
　
前
掲
『
新
津
市
史
　
通
史
編
・
上
巻
』
七
六
〇
頁
。

（
2
9
）
　
『
見
附
市
史
　
上
巻
（
二
）
』
（
見
附
市
史
編
纂
委
員
会
編
　
一
九
八
一
年
）
三
九
七
頁
。

（
3
0
）
　
『
村
松
町
史
　
上
巻
』
（
村
松
町
史
編
纂
委
員
会
編
　
一
九
八
三
年
）
九
八
二
ー
九
八
六
頁
。

（
3
1
）
　
前
掲
『
十
日
町
市
史
　
通
史
編
三
』
四
三
六
頁
。

（
3
2
）
　
佐
久
間
政
栄
家
文
書
（
新
潟
県
笹
神
村
）
。

（
3
3
）
　
加
藤
定
彦
『
俳
譜
の
近
世
史
』
（
岩
草
書
房
　
一
九
九
八
年
）
三
一
＝
頁
。

（
3
4
）
前
掲
『
新
潟
市
史
　
通
史
編
二
』
四
八
七
頁
。

（3
5
）
　
同
前
、
四
八
八
頁
。

（3
6
）
　
同
前
、
四
八
七
頁
。

　39

）

　　　　　

3837
）　　　）

同
前
、
四
八
八
頁
。

同
前
、
四
八
八
－
四
九
〇
頁
。

『水
原
郷
土
史
』
（
小
林
存
　
一
九
七
六
年
）
一
九
一
頁
。
二
六
一
ー
二
六
二
頁
。

　
　
（
新
潟
大
学
教
育
人
間
科
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
一
年
六
月
五
日
受
理
、
二
〇
〇
一
年
九
月
四
日
審
査
終
了
）
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The　Regional　Spread　of　Utemry　Culture　in　Early　Modern　Japan：

Connecting　with　the　Culture　of　Haikai　in　Eighteenth　Century　in　Echigo

Province

YAKuwA　Tomohiro

This　paper　attempts　to　throw　light　on　one　aspect　of　the　regional　spread　of　literary　culture　in

eighteenth　century　Japan　by　examining　the　culture　of　haikai（Japanese　traditional　style　of

poetry）in　Echigo　Province，　Niigata　Prefecture．

　　　“Haikaidome”，　the　Haikai　Anthology　of　the　Sakuma　family　in　the　Kanbara　district　of

Echigo　Province　provides　us　with　records　of　a　large　number　of　haigaku（haikai　votive　tablets）

presented　to　shrines　and　temples　and　collections　of　New　Year　haikai　from　the　beginning　of　the

Shotoku　Period　in　1711　to　the　end　of　the　Kanpo　Period　in　1744．　This　precious　document　tells

us　much　about　regional　development　of　haikai　culture　in　the　first　half　of　the　eighteenth　century，

afield　that　has　not　been　sufficiently　elucidated　even　in　historical　research　on　haikai．

　　　An　analysis　of“Haikaidome”shows　that　dedication　of　haikai　to　shrines　and　temples　was　a

widely　practiced　custom．　Some　of　these　dedications　consist　of　more　than　2，000　haiku　verses，

clearly　showing　that　haikai　culture　had　already　put　down　deep　roots．

　　　The　haiku　poets　of　Echigo　Province　and　Sado　Island　are　listed　in　the‘‘Index　of　Haikai　Poets

in　Sado，　Echigo　Province”（Early　Modern　Haikai　of　Sado，　Echigo　Province，　Volume　1，

1998），which　includes　the　haiku　poets　recorded　in　the　verse　anthologies　of　each　area，　yet　there

are　many　poets　mentioned　in　the　Haikai　Anthology　who　are　not　listed　in　the　Index．　From　this

we　can　confirm　the　existence　of　a　considerable　number　of　poets　whose　names　do　not　appear　in

verse　anthologies．　These　include　poets　who　used　the　names“blind　person”，“lady　of　the

night”，　and“man　of　low　rank”．　As　many　as　fifteen　of　them　can　be　identified　as　women．

　　　Aregional　analysis　of　the　poets　whose　verses　are　included　in　the　Haikai　Anthology　shows

that　the　haikai　dedication　network　was　essentially　a　structure　consisting　of　three　concentric

stages，　with　verses　by　poets　from　the　area　in　the　vicinity　of　the　shrine　or　temple　at　the　center，

surrounded　by　verses　coming　from　the　Kaetsu　region，　and　then　by　verses　from　all　over　Japan．

　　　The　dedication　of　haikai　votive　tablets　to　shrines　and　temples　was　mainly　done　by　poets

from　the　surrounding　area，　but　poets　from　other　areas　also　had　their　poems　selected　for

inclusion　in　anthologies．　Of　course，　since　not　all　the　poems　submitted　would　be　selected，

poets　took　advantage　of　the　opPortunities　provided　by　dedications　to　various　shrines　and
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temples　to　submit　poems、　This　haikai　dedication　thus　played　a　very　important　role　as　a

medium　for　the　spread　of　haikai．
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