
「

昭
和
十
九
年
四
月
号
の
「
解
釈
と
鑑
賞
」
に
、
志
田
義
秀
氏
が
表

題
の
俳
句
を
取
り
上
げ
て
解
釈
な
ど
を
施
し
て
を
ら
れ
る
が
、
解
釈

に
つ
い
て
は
従
へ
ぬ
の
で
こ
こ
に
私
考
を
出
す
。

其
の
前
に
一
言
触
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
作
者
は
誰
か
の
問
題
で
あ

る
が
、
芭
蕉
の
句
で
あ
る
や
う
に
世
間
に
は
思
う
て
ゐ
る
人
も
あ
る

が
、
確
定
的
に
芭
蕉
の
句
で
あ
る
と
言
へ
な
い
も
の
の
、
又
他
人
の

作
で
あ
る
と
も
断
定
出
来
な
い
と
し
て
を
ら
れ
、
其
の
事
に
関
し
て

私
も
新
見
を
提
出
す
る
材
料
を
持
た
な
い
。
作
者
の
わ
か
っ
て
ゐ
る

方
が
何
か
に
つ
け
て
都
合
良
い
が
、
芭
蕉
で
あ
る
と
仮
定
し
て
み
る

と
、
解
釈
上
に
何
程
か
の
参
考
に
は
な
る
と
思
う
。

①
名
所
や
奈
良
は
七
堂
八
重
桜
如
貞

②
奈
良
の
京
や
七
堂
伽
藍
八
重
桜
元
好

③
奈
良
の
京
桜
七
重
に
咲
か
ざ
り
し
清
風

④
名
所
哉
七
堂
伽
藍
八
重
桜
如
貞

「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜
の
句
」

「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
櫻
」
の
句
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⑤
奈
良
七
重
七
堂
伽
祷
八
重
桜
芭
蕉

と
右
の
や
う
に
順
番
を
附
け
て
お
く
。

①
は
湖
春
撰
の
「
続
山
井
」
に
あ
り
、
寛
文
七
年
刊
行
の
も
の
。

こ
の
句
は
、
誰
が
見
て
も
名
所
や
奈
良
は
と
い
ふ
部
分
が
煩
は
し
い
。

名
所
と
奈
良
と
は
ど
ち
ら
か
一
つ
で
良
い
と
思
は
れ
る
。
「
名
所
」

と
云
へ
ば
「
奈
良
」
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
「
奈
良
」
と
云
へ
ぱ
「
名

所
」
と
口
を
つ
い
で
出
る
わ
け
で
な
い
が
、
‐
そ
れ
で
も
、
二
つ
並
べ

立
て
て
は
む
だ
口
と
云
へ
る
だ
ら
う
。
従
っ
て
此
の
句
は
他
人
か
後

の
人
か
が
、
気
づ
い
て
手
を
加
へ
る
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
一
つ
を

削
る
の
で
な
か
ら
う
か
。
そ
し
て
前
書
き
に
奈
良
に
て
と
で
も
置
け

ば
、
名
所
の
方
が
残
さ
れ
よ
う
し
、
奈
良
に
て
の
前
書
き
が
無
け
れ
ば
、

句
の
方
で
、
奈
良
の
地
名
を
残
す
事
に
な
ら
う
。
②
③
⑤
は
き
う
な

っ
て
を
り
、
④
は
、
志
田
氏
の
言
は
れ
る
所
に
よ
る
と
、
「
誹
譜
類

句
辨
」
（
素
外
編
）
の
注
に
「
如
貞
の
句
は
奈
良
に
て
と
前
書
あ
り
。

宮
奇

鴫
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名
所
の
數
々
か
ぞ
へ
た
て
具
や
」
と
あ
る
と
云
ふ
。

名
所
と
云
へ
ぱ
、
己
に
奈
良
時
代
の
奈
良
の
都
で
な
く
て
、
作
句

当
時
の
奈
良
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奈
良
時
代
の
奈
良
な
ら
、
名

所
と
い
ふ
の
は
を
か
し
い
◎
①
の
作
者
が
如
立
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は

正
し
い
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
し
て
、
「
七
」
と
「
八
」
と
の
数
の
技
巧
を

持
っ
て
ゐ
る
事
は
、
作
者
が
偶
然
に
え
た
結
果
か
も
知
れ
ぬ
が
、
出

来
上
っ
て
か
ら
そ
れ
を
意
識
し
た
で
あ
ら
う
と
は
思
は
れ
る
。
こ
の

技
巧
が
⑤
に
ま
で
な
る
の
で
あ
る
が
、
①
の
内
容
の
中
心
と
な
る
道

具
立
て
は
、
七
堂
と
八
重
桜
と
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
読
者
は
自
然
に

そ
れ
に
注
目
す
る
事
に
な
る
。
③
は
別
と
し
て
①
②
④
⑤
に
は
、
七

堂
と
八
重
桜
と
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
③
は
別
系
統
の
句
と
思

は
れ
る
か
ら
除
外
し
て
も
さ
し
つ
か
へ
な
い
。

②
は
維
舟
撰
の
「
大
井
川
集
」
に
あ
り
、
延
宝
二
年
刊
。
「
続
山
井
」

よ
り
は
六
年
後
に
当
り
、
①
と
よ
く
似
て
ゐ
る
か
ら
、
偶
然
で
は
無

く
、
①
を
改
作
し
た
も
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
し
、
古
代
の
奈
良

に
変
っ
て
ゐ
る
。
②
の
方
が
①
よ
り
遥
か
に
良
い
句
で
あ
る
か
ら
、

②
を
改
め
て
①
と
し
た
と
云
ふ
事
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
④
は
①
の
首
句
を
生
か
し
て
ゐ
て
、
而
も
作
者
が
如
貞
と
な
っ

て
ゐ
る
も
の
で
、
若
し
こ
れ
が
信
ぜ
ら
れ
る
な
ら
、
②
の
作
者
を

「
元
好
」
と
し
て
ゐ
る
事
に
は
信
用
が
お
け
ぬ
も
の
で
も
な
い
。

如
貞
は
俳
譜
史
の
上
に
普
通
は
出
て
来
な
い
名
で
あ
っ
て
、
芭
蕉

と
関
係
深
い
あ
の
「
寿
貞
」
と
文
字
の
一
部
と
音
が
似
て
ゐ
る
の
で
、

4

ﾉ

如
貞
も
女
か
と
ふ
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
。
寛

文
六
年
刊
行
の
重
徳
編
の
俳
譜
撰
集
「
独
吟
集
」
の
下
巻
に
、
九
家

の
人
名
が
書
い
て
あ
り
、
そ
の
一
人
に
如
貞
（
季
吟
判
）
が
あ
る
。
芭

蕪
は
時
に
二
十
三
歳
で
あ
る
が
、
主
人
の
蝉
吟
が
死
ん
だ
年
で
あ
る
。

芭
蕪
は
そ
れ
よ
り
前
か
ら
岬
吟
と
共
に
季
吟
に
師
事
し
て
ゐ
る
の
で
、

①
と
⑤
と
の
関
係
の
謎
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
又
五

年
後
に
出
た
俳
諮
撰
集
の
「
難
波
草
」
は
季
吟
系
の
ｎ
門
末
期
に
於

け
る
諸
国
の
作
者
三
四
一
人
の
四
季
の
発
句
二
五
六
六
を
毎
季
の
四

巻
に
分
け
て
ゐ
て
、
冬
の
巻
の
末
に
句
引
が
あ
り
、
そ
の
末
に
、

「
藤
田
氏
不
三
、
四
十
一
・
中
林
氏
一
安
、
或
宜
久
、
宜
休
百
三
十

じ
夫

三
。
井
口
氏
如
貞
百
四
十
七
」
と
あ
る
が
、
如
貞
ら
の
共
編
か
と
俳

謂
大
辞
典
（
明
治
書
院
版
）
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
如
血
は
芭
蕪

よ
り
年
長
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
る
。
元
よ
り
男
で
あ
る
と
言
は
な

い
の
は
、
独
吟
集
の
下
巻
の
作
句
者
十
人
の
中
の
一
人
に
「
ス
テ
」

と
い
ふ
女
も
混
っ
て
ゐ
る
程
だ
か
ら
で
あ
る
。
又
如
血
は
尼
の
名
に

ふ
さ
は
し
い
と
恩
へ
る
で
は
な
い
か
。
寿
点
で
も
「
落
花
集
」
（
寛

文
十
一
年
序
。
而
滝
似
仙
細
）
に
、
大
坂
寿
血
と
し
て
発
句
が
二
つ
入

っ
て
ゐ
る
。
女
の
俳
人
も
寛
文
頃
に
居
た
事
が
わ
か
る
。
私
に
は
今

こ
れ
以
上
の
事
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
如
貞
を
男
と
も
女
と
も
言
は

な
い
で
お
く
。

「
続
山
井
」
・
は
「
独
吟
集
」
の
翌
年
に
出
て
、
そ
の
独
吟
集
に
関

係
深
い
如
貞
の
①
が
見
え
ず
に
「
続
山
井
」
が
出
し
て
を
り
、
如
貞

《
武

塁
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に
関
係
深
い
「
難
波
草
」
に
見
え
ず
に
、
此
の
書
の
翌
々
年
に
出
た

「
大
井
川
集
」
で
は
②
の
や
う
に
ち
が
っ
て
を
り
、
作
者
も
元
好
に

な
っ
て
ゐ
る
。
元
好
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

③
の
句
も
「
奈
良
の
京
」
と
し
て
古
代
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
句

は
、
最
後
が
「
咲
か
ざ
り
し
」
と
過
去
に
な
っ
て
ゐ
る
点
か
ら
で
も
、

古
代
の
奈
良
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
「
桜
は
七
重
に
咲
か
な
か
っ
た

か
ら
、
八
重
に
咲
い
た
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
様
な
他

と
趣
の
ち
が
っ
た
も
の
に
し
た
か
。
思
ふ
に
、
昔
か
ら
、
桜
は
、
七

重
八
重
に
咲
く
と
か
、
八
重
に
咲
く
と
か
ば
い
ふ
が
、
た
ん
に
、
桜

が
七
重
に
咲
く
と
は
言
は
な
い
。
そ
の
習
慣
の
を
か
し
き
、
或
る
い

は
疑
問
・
反
抗
と
い
ふ
や
う
な
心
で
作
っ
た
の
だ
ら
う
。
そ
れ
に
し

て
も
①
②
④
⑤
な
ど
と
は
全
く
関
係
無
し
に
成
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
②
で
は
、
奈
良
の
「
里
」
や
で
も
悪
く
な
い
が
、
下
の
方
の
重

量
感
が
非
常
に
大
き
い
か
ら
、
調
和
を
取
る
つ
も
り
で
、
「
王
都
」

を
意
味
す
る
「
京
」
に
落
ち
つ
い
の
だ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
昔

の
事
に
な
る
か
ら
、
空
想
の
句
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
趣
は
乏
し
く
な

っ
て
ゐ
る
。
「
七
堂
伽
藍
」
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
こ
れ
よ
り
前
に
見

え
な
い
か
ら
、
元
好
の
創
作
か
。
今
で
こ
そ
「
奈
良
七
重
」
の
句
は

有
名
な
の
で
、
七
堂
伽
藍
の
意
味
も
漠
然
と
し
た
も
の
で
す
ま
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
世
間
に
は
よ
く
あ
る
事
で
あ
る
。
七
堂
伽
藍
は
七
堂
の

完
備
し
た
寺
の
意
で
あ
る
が
、
こ
の
句
が
七
堂
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ

だ
け
で
七
堂
の
具
は
る
寺
の
意
と
な
る
。
し
か
し
、
単
語
と
し
て
の

「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜
」
の
句

■
９
・
も
。
，
．
ｌ
厚
蚕

七
堂
だ
け
な
ら
ば
、
三
門
・
仏
殿
・
法
堂
・
厨
・
僧
堂
・
浴
室
・
東

可
と
七
つ
列
挙
せ
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
、
決
し
て
此
の
七
つ
の
建
物

を
具
へ
た
寺
の
意
に
は
な
ら
な
い
。
①
は
七
堂
だ
け
で
あ
る
が
、
句

中
に
在
る
か
ら
七
堂
伽
藍
の
意
に
取
れ
る
。
従
っ
て
②
以
下
は
①
の

表
現
を
詳
し
く
し
た
も
の
に
な
る
。

さ
て
①
か
ら
②
へ
、
②
か
ら
④
⑤
へ
の
変
化
が
ど
う
し
て
行
は
れ

た
か
。
②
の
「
奈
良
の
京
や
」
の
「
の
京
や
」
の
三
音
節
扣
当
の
部

分
が
「
七
重
」
に
改
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
⑤
に
就
い
て
考
へ
る
と
、

一
の
の
一
作
者
は
②
の
句
意
と
し
て
は
、
七
堂
伽
藍
が
一
寺
院
に
限
定
せ

ら
れ
る
や
う
に
も
取
れ
る
と
し
て
、
多
く
の
寺
を
思
は
せ
る
工
夫
を

凝
ら
し
て
「
七
重
」
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
志
田
氏
が

既
に
出
さ
れ
た
仏
説
阿
弥
陀
経
の
「
七
重
柵
楯
・
七
重
網
羅
・
七
重

行
樹
」
な
ど
の
七
重
か
ら
思
ひ
つ
い
た
と
思
ふ
。
志
田
氏
は
、
さ
う

い
ふ
説
は
あ
る
が
従
へ
な
い
と
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
反
対
す

る
。
、
法
華
経
に
も
「
七
重
宝
樹
」
と
あ
っ
て
、
仏
典
か
ら
来
て
ゐ
よ

う
。
右
の
様
な
例
で
見
る
と
、
物
体
の
幾
重
に
も
立
ち
並
ん
だ
の
や
、

張
り
廻
し
た
も
の
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
「
七
重
」
で
あ
る
か
ら
、
⑤

の
使
用
法
と
し
て
は
七
重
が
、
奈
良
七
代
の
意
で
あ
っ
た
り
、
奈
良

が
長
年
月
の
間
幾
度
か
変
化
し
た
の
意
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
思

へ
な
い
。
氏
は
、
「
奈
良
七
重
が
九
重
に
連
繋
が
あ
れ
ば
こ
の
方
の

意
味
を
持
つ
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
う
見
る
と
す
れ
ば
、

都
を
九
重
と
い
ふ
の
は
街
條
が
九
條
あ
る
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

叫
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か
ら
、
『
奈
良
七
重
』
の
七
重
も
街
條
を
意
味
す
る
も
の
に
な
る
の

で
あ
る
。
私
は
か
う
考
へ
る
の
が
大
輔
の
歌
と
の
関
聯
か
ら
も
又
九

重
の
垂
と
七
重
の
重
と
の
関
係
か
ら
も
妥
當
で
あ
ら
一
う
と
考
へ
る
の

で
あ
る
」
と
し
て
、
古
へ
の
奈
良
が
九
条
の
街
条
を
具
備
し
た
帝
都

で
あ
っ
た
が
、
今
の
は
減
じ
て
七
条
と
云
っ
て
よ
い
程
の
も
の
に
な

っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
や
ふ
な
事
を
述
べ

ら
れ
た
。
同
氏
は
又
、
七
重
を
伊
勢
大
輔
の
「
古
へ
の
奈
良
の
都
の

八
重
桜
今
日
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
」
（
「
詞
花
集
」
）
と
関
係
が
有

る
と
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
こ
の
句
の
七
重
が
九
重
に
連
繋
が
あ
り

得
る
と
見
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
」
「
尤
も
歌
の
九
重
は
宮
を
意

味
し
て
居
り
、
又
こ
れ
が
こ
の
語
の
原
意
で
も
あ
る
が
、
一
方
九
並

は
都
を
意
味
す
る
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
」
と
言
は
れ
る
。
元
々
、

九
重
と
は
、
漢
語
で
、
宮
廷
は
九
重
の
門
の
配
置
が
あ
る
か
ら
、

さ
う
い
ふ
の
で
、
別
に
宮
廷
の
事
を
九
重
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
日

本
の
宮
廷
は
中
国
に
範
を
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
に
九
重
と

い
ふ
語
も
日
本
人
に
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
之

を
日
本
語
で
こ
こ
の
へ
と
い
っ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
統
日
本
後
紀
の

嘉
祥
二
年
三
月
の
条
の
長
歌
に
「
九
重
能
御
垣
之
下
關
」
に
あ
る
の

は
、
九
重
が
宮
中
の
事
な
の
か
、
原
義
の
享
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
京
都
や
都
の
意
で
は
な
い
。
古
今
集
巻
十
九

の
長
歌
の
「
御
垣
よ
り
、
外
の
へ
守
る
身
の
、
御
垣
守
、
長
長
し
き

こ
こ
の
か
さ
ね
う
ち

も
思
ほ
え
ず
九
重
の
、
中
に
て
は
、
あ
ら
し
の
風
も
、
聞
か
ざ
り

Ｌ
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き
」
と
い
ふ
壬
生
の
忠
岑
の
使
用
も
側
様
で
あ
る
。
こ
こ
の
へ
を

「
都
」
の
意
に
用
ゐ
た
の
は
、
謡
曲
の
「
浦
島
」
「
田
村
」
に
例
が

あ
る
と
大
言
海
に
出
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
、
都
を
こ
こ
の
へ
と
い
ふ

の
は
、
宮
城
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
れ
も
京
都
に
限
る
も
の
で
、
例
へ

ぱ
難
波
に
都
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
難
波
の
都
に
こ
こ
の
へ
の

語
は
用
ゐ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
の
へ
は
平
安
京
に
な
っ
て
か
ら
の
出
現

で
あ
ら
う
。
何
に
し
て
も
志
田
氏
の
御
考
へ
は
誤
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

さ
て
、
「
奈
良
七
重
・
・
・
…
」
と
い
ふ
句
で
は
、
七
重
は
ど
う
い
ふ

意
に
な
る
か
。
こ
れ
は
三
つ
の
意
を
こ
め
て
ゐ
・
る
と
恩
ふ
。
一
つ
は
、

「
七
堂
伽
藍
」
だ
け
で
は
七
堂
を
具
備
し
た
一
寺
に
し
か
な
ら
な
い

の
で
奈
良
の
句
と
し
て
は
少
し
も
の
足
ら
ず
、
「
七
重
と
七
堂
伽
藍
」

と
す
れ
ば
、
七
堂
を
兵
備
し
た
多
く
の
、
又
は
七
唾
を
具
備
し
た
幾

つ
か
の
寺
の
事
に
な
る
。
今
一
つ
は
、
終
の
八
重
桜
と
関
係
を
持
っ

て
、
七
重
八
重
に
八
亜
桜
が
咲
い
て
ゐ
る
の
意
に
郷
い
て
来
る
。
残

り
の
一
つ
は
、
前
に
示
し
た
「
七
垂
宝
樹
」
「
七
重
行
樹
」
と
Ｍ
一

の
用
法
で
、
「
七
重
八
重
桜
」
の
事
で
あ
り
、
「
七
亜
七
堂
伽
藍
」

と
変
る
事
は
無
い
。
之
を
ま
と
め
て
言
へ
ぱ
、
一
つ
は
、
「
七
党
伽

藍
」
と
「
八
重
桜
」
と
に
、
同
等
に
関
係
て
、
一
つ
は
、
「
七
亜
八

重
に
咲
い
て
ゐ
る
八
重
桜
」
の
意
は
響
か
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

志
田
氏
が
⑤
の
類
例
を
求
め
て
、
「
菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏

た
ち
」
、
「
菊
の
香
や
奈
良
は
幾
代
の
男
ぶ
り
」
と
感
懐
の
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
と
し
て
を
ら
れ
る
。
「
仏
た
ち
」
と
複
数
形
な
の
も
今
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自
分
の
考
に
都
合
よ
く
利
用
し
て
言
ふ
な
ら
、
⑤
が
「
七
重
」
を
以

て
複
数
形
と
し
て
ゐ
る
の
と
似
て
ゐ
る
と
言
へ
る
し
、
菊
の
香
の
二

句
が
芭
蕉
の
作
で
あ
る
の
か
ら
す
れ
ば
、
⑤
も
彼
の
趣
味
で
あ
る
や

○
○
○
、

、

う
に
も
見
え
る
。
⑤
は
名
句
で
な
い
が
、
な
ら
な
な
（
七
）
へ
七
堂

伽
藍
八
重
桜
の
技
巧
は
人
皆
の
知
っ
て
ゐ
る
程
手
際
よ
く
出
来
て
ゐ

る
か
ら
、
誰
か
が
②
か
④
か
を
見
せ
た
時
、
自
分
な
ら
か
う
す
る
ぐ

ら
ゐ
の
気
も
ち
で
手
を
加
へ
た
も
の
を
、
或
人
は
翁
の
作
と
し
た
の

か
も
知
れ
ぬ
。
志
田
氏
の
言
に
依
れ
ば
、
「
風
国
」
，
の
「
泊
船
集
」

（
元
禄
十
一
年
刊
）
が
⑤
の
初
見
で
あ
る
が
、
風
国
の
信
用
で
き
ぬ

性
格
や
、
其
の
諸
撰
集
の
杜
撰
な
事
は
古
来
知
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

此
の
句
が
翁
の
作
で
あ
る
と
の
根
拠
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
置
け
ず
と

「
奈
良
七
亜
七
壷
伽
朧
八
亜
桜
」
の
句

4
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云
は
れ
る
。
而
し
て
許
六
の
「
宇
多
法
師
」
（
元
禄
十
五
年
刊
）
や
、

支
考
の
「
俳
詰
古
今
抄
」
（
享
保
十
五
年
刊
）
に
も
芭
蕉
の
句
と
し
て

ゐ
る
の
は
、
風
国
の
説
に
拠
っ
た
の
だ
ら
う
と
せ
ら
れ
る
。
許
六
は

元
禄
七
年
に
没
し
た
芭
蕉
に
は
、
三
年
前
に
入
門
し
、
支
考
は
二
年

前
に
入
門
し
両
人
の
そ
れ
人
、
の
著
書
は
師
の
死
後
か
な
り
経
っ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
師
に
も
の
を
聞
く
機
会
は
確
か
に
あ
っ
た
筈
で
あ

る
。
そ
し
て
泊
船
集
は
元
禄
十
一
年
刊
行
で
あ
る
か
ら
、
此
の
撰
集

に
依
っ
て
始
め
て
⑤
の
事
を
知
っ
た
か
と
も
思
へ
る
が
、
あ
れ
だ
け

信
用
で
き
ぬ
と
艇
し
つ
け
た
風
国
の
言
に
此
の
場
合
従
っ
た
か
と
思

は
れ
る
許
六
に
は
、
別
に
何
か
の
覗
情
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
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