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芭
蕉
の
奥
の
細
道
を
限
ん
で
ゐ
る
と
、
そ
の
記
述
が
事
牲
と
相

畑

し
て
ゐ
る
個
所
に
屈
ミ
逍
遇
す
る
。
た
と
へ

ば
、
「
松
岡
の
天

龍
寺
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
「
丸
岡
天
菰
寺
」
と
害
い
て
あ

っ
た
り
、
四
月

一
日
日
光
山
魏
一
泊
の
は
す
が
、
奥
の
細
道
で
は

三
月
三
●
日
と
な
っ
て
ゐ
た
見
、
か
う
い
ふ
こ

と
が
枚
践
に

い
と

ま
が
な
い
程
な
の
で
あ
み
。
そ
こ
で
、
い
ま
、
こ
の
ボ
在
と
記
ボ

と
の
相
違
す
る
も
の
を
仔
細
に
調
究
し
て
み
る
と
い

ふ
と
、
こ
れ

を
幾
釉
か
に
穂
別
す
る
事
が
出
来
る
。

ま
づ
第
一
に
、
今
も
の
ぺ
た

「
丸
岡
天
髄
寺
」
の
や
う
な
穐
類
の

間
述
ひ
で
あ
る
が
、
阪
坂
濫
呆
を
阪
塚
と
記
し
た
り
、

「
笠
島
の

郡
に

入
れ
ば
藤
中
将
宜
方
の
塚
は

い
づ
<
の
程
な
ら
ん
と
人
に
問

ヘ
ぱ
こ
れ
よ
り
は
る
か
右
に
見
ゆ
る
山
ぎ
は
の
里
を
深
輪
笠
品
と

い
ひ
」
と
害
い
た
り
、
ま
た
山
中
濫
泉
の
條
に
｀
「
そ
の
効
有
明
に`

次
ぐ
と
い
ふ
」
と
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
み
な
同
種
類
の
間
違
ひ

-, 、

奥 '

の

細

萬

,・ 

覺

と
思
は
れ
、
こ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
も
、
奥
の
細
道
の
方
の
書
き
あ
や

ま
り
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
害
き
あ
や
ま
り
は
、
芭
蕉

の
し
た
も
の
か
、
或
は
奥
の
細
道
を
洞
密
し
た
素
綿
の
誤
寓
か
、
芭

蕉
の
草
麿
被
見
せ
ら
れ
な
い
現
吠
で
は
、
よ
く
分
ら
な
い
が
、

と
に
か
く
、
班
牲
と
記
事
と
の
相
違
す
る
部
分
に
は
、
こ
の
箪
記

者
の
杏
き
あ
や
ま
り
と
思
は
江
る
も
の
が
勘
く
な
い
。
尤
も
、／
い

ま
あ
げ
た
例
．の
う
ち
、
阪
塚
と
か
、
笠
島
の
條
と
か
に
つ
い

て
は
、

害
き
あ
や
ま
り
で
な
い
と
い
ふ
眈
も
あ
る
。
阪
野
哲
二
氏
の

「
奥

の
細
逍
の
基
礎
的
研
究
」
で
は
、
ま
づ
、阪
坂
の
附
近
に
叙
塚
と
い

ふ
地
名
が
あ
り
、
ま
た
古
地
闘
に
も
阪
坂
の
あ
た
り
を
叙
塚
と
し

る
し
て
ゐ
る
か
ら
、
坤
日
は

•

こ
の
仮
坂
の
あ
た
り
を
飯

塚
と
汎
稲
し

た
も
の
だ
と
推
定
し
、
飯
数
は
砥
い
き
あ
や
ま
り
で
な
い
と
い
ふ
。

め
づ

t

ま
た
、
同
氏
は
、
岩
沼
の
西
方
に
裳
る
来
街
道
か
ら
見
る
と
、
笠

凶
は
右
手
に
見
え
る
か
ら
、
芭
蕉
は
そ
の
地
黙
に
た
っ
て

「
右
に

見
ゆ
る
」
と
百
つ
て
ゐ
る
の
で
、
「
右
に
兄
ゆ
る
」
は
間
違
ひ
で

な
や
言
ふ
。

し
か
し
、
古
地
闘
の
記
載
は
、

一
般
に
い
つ
て
、

書・

小

'
島

t
.
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非
常
に
大
ま
か
な
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
を
信
朋
す

る
わ
け
に
も
行
く
ま
い。

阪
坂
附
近
に
は
阪
塚
と
い
ふ
地
名
の

あ

る
こ
と
は
庫

ttだ
け
礼
窟

、
こ
れ
は
阪
坂
か
ら
や
4
距
っ
た
距
離

に
あ
る
小
部
落
で
、
濫
泉
の
あ
る
飯
坂
を
も
仮
塚
の
名
で
汎
稲
す

る
ほ
ど
の
大
部
落

で
な
唸

芭
蕉
掌
時
も
濫
泉
の
出
る
と
こ
る

は
、
呼
逍
に
は
叙
坂
と
い
つ
て
彼
塚
と
貫
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

fr良
の
酪
行
日
記
に

「
飯
坂
」
と

の
み
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
よ

、
つ

て
も
察
せ
ら
れ
る
。
伊
逹
jE
宗
の
仮
塚
濫
呆
入
渤
記
は
有
力
な

究
料
だ
と
思
ふ
が
、
し
か
し
、
な
ほ
、
わ
た
く
し
は
奥
の
細
道
の

．
仮
塚
は
、
や
は
り
、
字
形
の
類
似
か
ら
生
す
る
訳
い
き
あ
や
ま
り
で

•あ
ら
う
と
思
ふ
。

笠
品
の
條
も

、

地
脇
を
案
じ
る
に

、

芭
焦
の
辿

っ
左
道
の
ど
の
地
鈷
に
於
て
も
笠
品
は
圧
力
に
営
つ
て
ゐ
る
。
の

芥
な
ら
す
、
合
良
の
随
行
日
記
に
は
｀
岩
沼
と
増
田
と
の
間
の

左

の
方
に
笠
品
が
あ
る
由
だ
が
、
行
き
過
ぎ
て
見
な
か
っ
た
と
記
し

て
を
る
。
ま
た
芭
蕉
の
痰
邸
に
も
猿
疫
集
に
も
合
良
の
俳
諧
的
留

に
も

「
左
り
の
方
」
と
杏
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
察
す

．

る
に
、

＇
「
右
の
方
」
は

恐
ら
く
は
誤
葛
で
あ
ら
う
。
「
笠
品
の

郡
」
も
、
事
牲
に
あ
は
ぬ
記
事
で
、
こ
れ
も
、
芭
蕉
自
策
を
は
じ

め
、
前
記
の
賭
即
に
は
、
い
づ
れ
も
み
な

「
名
取
の
郡
」
と
あ
る

か
ら
、
多
分
杏
き
あ
や
ま
り
と
見
る

ぺ
き
で
あ
ら
う
。
か
う
い

ふ

風
に
、、
杏
き
あ
や
ま
り
で
な
い
と
い

ふ
説
は
完
説
と
し
が
た
い
か

ご一
四

一

ら
、
こ
れ
ら
は
、
や
は
り
、
杏
き
あ
や
ま
り
と
見
る
ぺ
き
も
の
で

ヽ

あ
る
。
か
う
い

ふ
杏
き
あ
や
ま
り
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
奥
の
細

道
に
は
相
営
敷
に
の

ぼ
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
の

穂
類
は
、
芭
蕉
自
身
の
記
憶
の
あ
や
ま
り
と
推

完
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ

ば
、
「
三
月
三
●
日
日
光
山

の
麓
に
泊
る
」
と
あ
る
が
、
合
良
の
降
行
日
記
で
は
、
四
月
一
日

に
日
光
山
麓
に
泊
つ

て
ゐ
る
。
元
緑
二
年
は
三
月
は
二
十
九
日
ま

で
し
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
芭
蕉
の

密
き
間
違
ひ
で

あ
る
。
芭
惹
は
、
迂
濶
に
も
思
ひ
違
ひ
を
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
合
良
の
詔
行
日
記
で
は
、
六
月
六
日
に
月
山
に

登
山
し
て
ゐ
る
が
、
奥
の
細
道
で
は
六
万
八
日
と
な
っ

て
ゐ
る
。

三
日
に
弼
黒
に
茄
い
て
、
四
日
に
俳
諧
を
典
行
し
、
五
日
形
黒
梱

現

に
参
詣
し
た
ま
で
は
、
日
記
と
細
道
と
栢

一
致
し
て
ゐ

る
に
か

丘

ら

す

、
月
山
登
山
の
日
時
に
至
つ
て
雨
者
に
相
違
が
生
じ
て

ゐ
，る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
令
良
の
記
録
は
前
後
精
細
で
あ
っ

て
、
し
か
も
記
別
に
控
滸
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
信
喝
す
べ
き

も
の
と
思
は
れ
、
し
た
が
つ
て
芭
森
が
八
日
と
し
る
し
て
ゐ
る
の

は
、
恐
ら
く
は
、
芭
蕉

の
記
椋
あ

や
ま

り
と

い
ふ
べ
き
で
あ
ら

ぅ°

越
後
の
市
振
を

「
越
中
の
國
市
振
」
と
化
ぶ
た
の
な
ど
も
、

n
 

芭
蕉
の
思
ひ
遮
ひ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
う
い
ふ
芭
蕉
の
記
窓
の
あ
や
ま
り
と
見
る

． 
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゜
べ
き
も
の
は
、

案
外
に
す
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
せ
ら
れ

る
。
出
婦
第

一
日

の
記
事
に
は
「
や
う
や
く
早
加
と
い

ふ
宿
に
辿

り
つ
き
に
け
り
」
と
あ
っ

て、

宛
も
早
加
に

一
宿
し
た
か
の
如
き

策
致

に
な
っ

て
ゐ
る
が
、
合
良
の
日
記
で
は
、こ

の
日
は
粕
壁
ど
ま

り
と
な
っ

て
ゐ
て
、

早
加
は
素
通
り
し
た
の
で
あ
る
。
宜
餘
の
里

・
程
か
ら
考

へ．て
も
、
芭
蕉
は
こ
の
旅
行
中
、
日
に
寺
均
九
里
餘
を

d
 

歩
い
て

ゐ
る
か
ら
、
粕
壁
ど
ま
り
の
方
が
妥
営
と
考
へ
ら
れ
る
。

ま
た
、
合
良

の
酪
行
日
記
に
よ
れ
ば
、

芭
蕉
ら
は
白
石
に

一
泊
し

て、

そ
の
翌
日
は
仙
函
に
宿
を
と
つ
て
を
り
、
岩
沼
は
た
だ
通
過

し
た
だ
け
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
奥
の
細
道
の
方
で
は
、
岩
沼
泊
｀
り

と
あ
る
。
こ
れ
も

一
日
の
歩
行
里
捏
か
ら
考
へ
て
、

岩
沼
泊
り
は

不
自
然
だ
と
考
へ
ら
れ
、
令

艮

の
日
記
の
記
引
の
方
が
営
を
得
て

ゐ
る
や
う
に

考
へ
ら
れ
る
。
．．
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
ら
の
記
叩
ぎ
ま
た

芭
蕉
の
記
恰
の
あ
や
ま
り
と
閉
｀
す
ぺ
き
で
あ
ら
う
か
°

魏
つ

て
思

ふ
に
、
こ

の
旅
行
に
お
け
る
芭
蕉
の
年
齢
は
四
十
六
歳
、
こ
の
紀

・
行
文
を
し
る
し
た
時
は
、
最
も
降
つ

て
考
へ
て
も
元
蒜
七
年
で
あ

る
か
ら
、
い
く
ら
早
老
の
芭
蕉
で
も
、
ま
だ
敷
年
前
Q

記
磁
を
全

璧

英

し
て
し
ま
ふ
ほ
ど
に
全
殊
し
て
ゐ
た
と
は
考

へ
ら
れ
す
、＼

ま
た
旅
行
中
の
メ
モ
も
簡
箪
な
も
の

で
あ
っ
た
か
も
姉
れ
ぬ
が
、

存
じ
て
ゐ
た
こ
と
4

思
は
れ
る
し、

合
良
の
助
言
を
求
め
る
こ
と

も
出
来
た
は
す
だ
か
ら
、
全
然
の
記
憶
ち
が

い
と
い

ふ
こ
と
は
比

一1

一五

較
的
す
く
な
い
の

で
は
な
炉
か
。
出
疫
の
最
初
の
日
に
ど
こ
で
泊

っ
た
か

．ぐ
ら
ゐ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
瞼
に
徽
し
て
、
芭
蕉
も

は
つ
き
り
し
た
記
庶
を
有
し
て
ゐ
た
こ

と
4

恩
は
れ
る
。
白
石

に

．

泊
っ

た
か
岩
沼
に
と
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ら
う
。
令

良
の
日
記
に
し
る
す
事
迂
に
よ
れ
ば
、
白
石
で
一
泊
し
て
、
そ
の

翌
日
正
午
頃

に
岩
沼
に
到
り
武
隈
の
松
．を
見
て
を
り
、
東
に
岩
沼

か
ら
埒
田

へ
行
く
途
中
で
菱
輪
笠
品
の
こ

と
を
耳
に
し
て

ゐ
る
の

で
あ
る
。
然
る

に
、・
奥
の
細
道
で
は
、
白
石
を
通
過
し
、
や
が
て

晨
塁
品
を
右
に
見
て
岩
沼
に
一
泊
し
、

翌
朝
武
隈
の
松
を
見
て

や
る
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
の
あ
た
り
の
記
軍
が
全
慨
に
虚
た
つ
て
ボ

慧
相
前
後
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
芭
蕉
の
記
磁
間
違
ひ
ふ
ら

・

誓

い

ふ

靡

と
な
っ
誓
で
あ
る
か
、
或
は
文
飾
の
た
め
に
故

寇
に
か
4

る
記
述
を
し
た
の
で
あ
る
か
、
い
づ
れ
と
も
断
定
は
し

が
た
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
も
い
ふ
と
匠
り
、
執
栄
常
時
の
芭
然

.、
項
宜
を
全
く
鉗
蹴
す
る
匠
ど
に
記
磁
を
喪
失
し
て`
ゐ
た
と
は
信

じ
が
た
く
、

或
昧
武
隈
の
松
の
記
ホ
に
特
別
の
咽
意
を
示
さ
む
が

f
 

た
め
．
に
意
識
的
に
か
う
い

ふ
逆
置
的
節
法
を
月
ゐ
た
か

と
も
考
へ

，ヽ
ら
れ
る
。
合
良
の
蹄
行
日
記
や
名
版
備
忘
録
に
よ

っ
て
も
分
る
や

う
に
、

背
の
人
の
旅
行
は
十
分
な
用
意
の
も
と
に
行
は
祁
、
克
明

な
旅
日
記
を
杏
き
留
め
る
を
常
と
し
た
も
の
4

や
ぅ
で
あ
る
。
ゎ

た
く
し
の
合
祖
父
は
非
常
な
旅
す
き
で
あ
っ
た
が
、
旅
に
出
る
に



＼
 

ゾ
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゜
,. 
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は
、
ひ
と
月
前
く
ら
ゐ
か
ら
地
闘
を
案
じ
文
献
を
調
査
し
て
、

9+

分
の
用
意
を
と
4

の
へ
た
も
の

で、

旅
中
は
克
明
に
日
記
を
し
る

し
、
時
に
は
稚
拙
な
略
曲
を
交

へ
た
§
の
を
残
し
て

ゐ
る
。
こ
れ

は
明
治
初
年
の

こ
と
で
あ
る
が
、
交
適
が
使
利
に
な
る

に
つ
れ
て、

か
う
い

ふ
旅
行
者
の
心
が
け

が
漸
次
蔀
れ
て
き

て
ゐ
る
け
れ
ど

•も
、

交
逸
不
便
な
時
代
に
あ

っ
て
、
旅
行
記
の

一
つ
も
密
か
う
と

い
ふ
芭
蕉
が
、
現
代
の
不
用
意
で
氣
ま
ぐ
れ
な
観
光
客
の
や
う
な

．

不
用
意
さ
で
あ
ら
う
は
す
が
な
く
、
十
分
な
用
惹
と
手
挫

へ
と
を

持
つ

て
ゐ
た
も
の

と
考
へ
て
淫

支
へ
が
な
い
と
恩
ふ
。
そ
の
證
脳

＇

に
は
、
奥

の
細
道
の
記
事
に
は
、
事
在
と
相
違
す
る
部
分
よ
り
も

可

ば

ど
ほ
り
の
部
分
の
方
が
、

＇は
る
か

に
多
い
の
で
あ

っ
て
、
そ

れ
か
ら
兄
て
も
、
芭
蕉
は
う
す
れ
た
記
憶
を
も
と
に
し
て
、

｝
ぷ

加
減
に
策
を
執
っ
た
と
は
嵯
々
に
断
じ
が
た
く
、
む
し
ろ
、
周
到

な
用
意
の
も
と
に
、
華
を
執
．つ
て

ゐ
る
と
思
ふ
べ
き
で
あ
る
0

従

つ
て、

こ
の
岩
沼
の
記
事
ば
か
り
で
な
く
、
総
じ
て
奥
の
細
道
の

し

割
宜
と
相
述
す
る
部
分
に
は
、
芭
蕉
の
記
磁
あ
や
ま
り
も
あ
る
で

は
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
比
較
的
に
借
少
で
あ

っ
て、

む
し
ろ
、
芭

＇

蕉
が
行
文
上
意
識
的
に
事
罪
を
潤
色
し
曲
第
し
た
部
分
の
方
が
多

い
の
で
あ
ら
う
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。

＇

．

さ
て
、
第
三
の
種
類
は
、
今
も
述

べ
た
如
き
、
芭
煤
が
、9

わ
ざ

と
策
を
曲
げ
て
「

康
宜
ど
ほ
り
記
述
し
な
か
、っ

た
と
見
る

ぺ
き
部

．

分
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
史
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
文
の
か

も
し
出
す
効
果
の
上
か
ら
、
ま
た
こ
れ
を
幾
つ
か
に
類
別
し
て

考

へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
へ
ば
、
頴
者
の
印
象
を
鮮
明
な
ら
し

め
る
た
め
に
、
敷
日
に
わ
た
る
記
事
を

一
日
に
座
縮
し
て
し

る
し

丈た
り、

或
は

一
日
の
事
在
を
二
日
に
引
ぎ
の
ば
し
て
祀
し
た
り
、

、
或
は
旅
行
の
順
序
に
従
つ
て
記
事
を
す
4

め
す
に
地
理
的
順
序
に

従
つ
て
し

る
す
と
い
ふ
風
に
、
記
述
上
の
便
宜
に
従
っ
た
と
見
る

ペ
き

一
類
が
あ
る
。
前
日
に
日
光
山
を
見
物
し
、
翌
朝
誕
兄
の
揺

を
見
た
の
で
あ
る
が
、
之
れ
を

一
日
間
の
出
来
水
と
し
て
筆

5
す

ょ
め
て
ゐ

る
し
、
那
須
の
篠
原
見
物
と
那
須
八
幡
詣
と
は
別
日
で

あ
る
に
か
4
は
ら
す
、
こ
れ
を

一
日
の
う
ち
に
経
め
ぐ
っ
た
こ
と

に
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、

'
-
日
に
ま
と
め
た
方
が
力
強
い
印

撚
羹

へ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

•こ
れ
に
反
し
て
、

松
島
見
物
の
條

り
は
、
奥
の
細
逍
で
は
十
日
に
松
品
に
滸

き
、
そ
の
日
の
う
ち
に

雄
品
を
見
、
翌
日
瑞
岩
寺
に
詣
で
、
十
二
日

に
松
品
祖
猿
と
な
っ

て
ゐ
る
が
、合
良
の
日
記
で
は
、九
日
に
松
島
に
殖
き
、
を
の
日
の

う

ち
に
雄
島
を
も
瑞
岩
寺
を
も

見
物
し
て
松
島
に
一
如
~、

翌
十
日

に
松
島
を
出
被
し
て
ゐ
る
。
松
島
見
物
は
、
こ

の
た
び
の
芭
蕉
の

旅
行
の
第

一
目
的
で
あ
る
こ
と
は
、
奥
の
細
道
の
冒
頭
文
に
も
述

. ' 

! 

l
 

lli 

＾
 



ー

べ
ら
れ
て
を
り
、
彼
の
手
紙
類
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従

言

、
奥
の
細
追
で
も
松
島
の
記
祁
に
最
も
力
を
そ

ぶ

で

、こ
れ

9

.

.

.

9

に
多
く
の
第
を
店
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
松
品
の
美
裁
を
力
訛

・：

し
て
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、
便
宜
上
、
松

品
の
記
事
と
瑞
崇

ー

寺
の
記
郎
と
を
二

日
に
わ
た
ら
せ
、
作
者
の
感
淡
を
印
象．
つ
け
る

、

た
め
に
此
麿
一
一
泊
さ
せ
た
の
で
も
あ
ら
う
か
。
か
う
い

ふ
風
に

醤

効

果

と

む
げ
る
た
め
に
使
宜
上
喜

を

曲
げ
た
も
の
に
、、
ま

菜

喜

條

り
が
あ
る
。
こ
な

貧

の

日

記

に
よ
れ
ば
、
陸
路

鸞

寺

に
行
き
、

一
旦
宿
に
紺
委

誓

、
さ
ら
に
そ
の
夕
方
、

舟
を
象
潟

に
浮
べ
た
の
で
あ
る
が
、
奥
の
細
道
の
方
で
は
、
舟
を

録
潟
に
浮
べ

て
、
水
路
干
満
寺
を
認
ね
た
こ

と
に
な
っ
て
ゐ
る
。

ま
た
、
仙
祇
か
ら
臨
蕊

へ
の
途
中
、
壼
の
碑
を
見
、
つ
い
で
野
田

の
玉
川、
・

沖
の
石
、
末
の
松
山
簿
を
艦
て
面
釜

へ
到
党
し
た
ゃ
ぅ

屈

ば
ごて
あ
る
が
、
事
宜
は
、
壼
の
碑
か
ら
照
釜

へ
直
行
し、

野

•
田
の
玉
川
な
ど
は
臨
裔
着
後
経
廻
し

た
の
で
あ
る。
文
章
を
簡
潔

に
、
し
か
も
感
銘
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、
事
宜
上
の
旅
程
に
従
は

夫

地

琲
的
な
道
順
に
筆
を
す
A

め
た
も
の

と
思
は
れ
る
。
那
谷

ー
の
観
音
に
行
っ
た
の
も
、

愈
良
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
山
中
滞
在
中

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

、れ

占
饂

ぼ

従
つ
て
、
那
谷
を
経
て
山
中

へ
行
っ
た
こ
七
に
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
や
は
り
、
簡
潔
に
し
て

、
感
銘
深
い
文
勢
を
ね
ら
つ
て
、
郡
牲
を
犠
牲
に
し
た
の
で
あ
る
。

ー ヽ

ヽ

． 

二
4ヒ

か
う
い
ふ
風
に
、
奥
の
細
道
の
記
事
に
は
、
文
勢
の
た
め
に
事
宜

上

の
旅
稲
を
変
改
し
て
し
る
し
た
も
の
が
、
あ
る
の
で
あ
る
°

,

次
に
、
ま
た
、
か
う
い

ふ
記
事
が
あ
る
。
た
と
へ

ば
、
哉
香
の

沼
の
く
だ
か
に
、

「
沼
を
諮
ね
人
に
問
ひ
、
か
つ
み
か
つ
み
と
唸
ね
あ
り
き
て
、

‘

・日
は
山
の
は
に
か

4
り
ぬ
。
」

、

と
い
ふ
文
学
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
ま
た
事
宜
で
は
泣
い
の
で
あ

る
。
と
い
ふ
の
は
、
前
夜
と
ま
っ
た
郡
山
を
日
の
出
前

．に
出
立
し

た
芭
蕉
は
、
ま
だ
朝
の
う
ち
に
淡
香
沼
を
見
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
°
郡
山
か
ら
滋
蕃

沼
の
あ
る
日
和
田
ま
で
は

一
里
半
し
か
な

い。

そ
し
て
、
芭
蕉
は
、
を
れ
か
ら
二
本
松
に
出
で
、
黒
塚
を
見

物
し、

粛
品

に
宿
を
と
つ
て
ゐ
，る
の
で
あ
っ
て
、
淡
香
沼
で
日
の

か
た
ぷ
く
ま
で
ま
ご
つ

い
て
ゐ

て
は
、
黒
塚
を
見
て
一
靡
品
ま
で
を

の
日
の
う
ち
に
辿
り
つ
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ら
う
。

「
日
は

翌

は

に

か

4

り
ぬ
」
は
、
ボ
宜
を
誇
張
し
た
芭
蕉
の
文
飾
で
あ

冤

然
ら
ば
、
ど
う
い

ふ
意
園
で
、
芭
蕉
は
か
4

る
文
飾
を
あ

へ
、
9
-

て
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
「
か
つ
み
」
は
宜
方
の
故
割
も
あ
り
、
古

歌
に
ぜ
詠
ま
れ
て
ゐ
る
卓
花
で
、
そ
れ
を
床
し
が
る
と
い

ふ
こ

と

．

は
、
と
り
も
直
さ
す
風
流
雅
悛
の
ほ
ど
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
必

の
で

あ

冤

す

な
は
ち
、
芭
蕉
と
し

て
は
、

お
の
が
旅
の
風
流
を

強
調
す
る
た
め
に
、
長
時
間

「
か
つ
み
」
を
冦
ね
娼
る
こ

と
に
し J

 

， 

・、



｀ 
， 

た
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
毛
だ
、
平
泉
の
條
で、

「
一
ぷ
革
開
恨
す
」

と
あ
る
が
、令
良
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
別
常
が
留
守
だ
っ
た
の

で
、

塁

は
開
恢
し
な
か
っ
た
の
内
訊
‘る

。
然
る
に
、
こ
の
文
で
は
経

堂
を
も
開
帳
し
た
こ
と
に
な
っ
て

ゐ
る
°
芭
蕉
は
な
ぜ
に
ま
た
こ

の
や
う
な
嘘
を
芭
い
た
か
。
こ
れ
も
、
や
は
り
ホ
宜
を
誇
張
し
て

文
に
趣
あ
ら
し
め
む
た
め
で
あ
る
が
、
で
は
、
文
に
ど
う
い
ふ
趣

を
お
ら
し
め
て

ゐ
る
か
と
い
ふ
と、

絞
古
の
感
勧
を
強
化
す
る
に

役
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。

'

市
振
の
條
に
は
、

コ
こ
の
間
九
日
、
地
淋
の
努
に
稗
を
だ
や
ま

し、

病
茶
こ
り
て
、
事
を
し

る
さ

巴

と
あ
る
。
第

一
に
「
九

R
」

と
あ
る

の
が
、
叩
宜
と
違
つ
て
い

る
。

「
越
後
の
地
に
歩
行
を
あ

と
あ
る
か
ら
、
越
後
に

ら
た
め
て
越
中
の
國
市
振
の
闘
に
至
る
」

入
つ
て
か
ら
市
振
ま
で
の
日
欺
を
か
ぞ
へ
て
み
る
と、

合
良
の
甘

記
に
よ
れ
ば
、
十
四
日
で
あ
る
。
そ
れ
を
芭
葱
は
九
日
と
し

る
し

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
勘
定
が
あ
は
な
い
。
し
か
し
、
越
後
の
莉
渇
を

出
愛
し
て
か
ら
市
振
ま
で
が
丁
度
十
日
間
で
あ
る
か
ら
、
芭
焦
は

或
笠

翡

虐

市
振
ま
で
の
日
予

喜

讐

JL
El
と
●
る
し
た

の
か
も
細
れ
な
い
。
市
振
は
ま
だ
越
後
に
屈
じ
て

ゐ
る

に
か
4

＼
 

'
は
ら
す
、
芭
蕉
は
あ
空
ま
つ
て
越
中
の
國
と
杏
い
て
ゐ
る
。
こ
れ

は
箪
な
る
思
ひ
あ
や
ま
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
類
推
す
る
と、

九
日
と
い

ふ
日
敷
も
強
ひ
て
談
り
と
し
て
咎
め
だ
て
す
る
要
は
あ

る
ま
い。

「
投
淋
の
榮
に
な
や
ま
さ
れ
」
と
あ
る
の
は
那
牲
で
あ

る
。
こ
の
旅
中
は
雨
多
く
、
蒸
培
か
っ
た
の
で
、
か
な
り
徊
ら
さ

れ
た
ら
し
悶
け
れ
ど
も
、

「
病
お
こ
り

て
咽
を
し
る
さ
す
」
は

誇
張
で
あ
る
。
威
がカ
レ
た
こ

と
は
事
在
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
を
れ

．
が
病
と
ま
で
に
は
至

つ
て

ゐ
な
心。

合
良
の
日
記
で
は
、
む
し
ろ

病
を
唆
し
た
の

は
、
介
良
の
方
で
あ

っ
だ
。

然
る
に
、
芭
蕉
を
し

ー

て
「
病
お
こ
り
て
塀
を
し
る
さ
す
」
と
述
ぺ
、
越
後
路
の
記
事
を

省
略

せ
し
め
た
も
の
は
、
何
か
。
お
も
ふ
に
、
こ
の
越
後
路
は
、

歌
枕
に
乏
し
か

っ
た。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
越
後
路
で
は
、
風
流
事
が

な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
ふ
と
芭
蕉
に
と

つ
て
不
快
な
事
が
多
か
つ

．．
 

た
。
柏
崎
で
沿
遇
せ
ら
れ
て
鉢
崎
で
泊
っ
た
り
、
直
江
津
で
は
碑

｀

信
寺
で
宿
を
こ
と
わ
ら
れ
た
り
、
合
良
の
日
記
を
見
る
と
、
あ
ま

り
快
適
な
旅
で
は
な
か

っ
た
や
う
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、，
か
う
い

ふ
芭
焦
の

心
を
ひ
く
歌
枕
も
な
く
、
不
袂
が
ち
な
旅
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
の
間
の
記
割
を
省
略
し
て
し
ま
つ
だ
の
だ
と
考
へ
て
も
塗

支
へ
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
芭
蕉
の
旋
の
謁
は
風
流
韻
噸
の
た
め
に

は
那
匹
を
ま
げ
て
も
繁
に
力
を
入
れ
る
か
は
り
、
●
の
や
う
に
風

流
祁
に
乏
し

い
場
合
に
は
記
郡
を
省
略
し
て
し
ま
ふ
と
い

ふ
こ
と

も
抄
る

の
で
あ
る

d

し
か
も
、
「
病
お
こ
り
て
」
と
い
ふ
と
、
族

の
心
細
さ
、
わ
び
し
さ
が
言
外
に
注
溢
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

そ
こ
が
ま
た
芭
蕉
の
ね
ら
ひ
で
も
あ

っ
た
の

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

―
二

八

●
 



ヽ
ノ

／
 

松
品
か
ら
石
の
巻

へ
の
逍
中
の
記
事
に
、
「
平
泉
と
心
ざ
し
、

あ
ね
ば
の
松
、

緒ヽ
だ
え
の
橋
な
ど
聞
き
価

へ
て
人
跡
ま
れ
に
雉
兎

啜
募
の
行
き
か
ふ
道
そ
こ
と
も
わ
か
手
、＇
終
に
道
ふ
み
た
が

へ
て

石
の
巻
と
い
ふ
湊
に
出
づ」

と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
K

.

A
9
 

．
に
よ
つ
て
よ
く
引
用
せ
ら
れ
る
と
こ
る
で
、
有
名
な
一
節
で
あ
る

が、

合
良
の
日
記
に
よ
る
と、

芭
蕉
ら
は
松
島
か
ら
石
の
巻
背
迫

、

を
歩
ん
で
石
の
巻
に
出
た
の
で
あ
っ
て
、
「
人
跡
ま
れ
に
雉
兎
器

蓋
の
行
き
か
ふ
逍
そ
こ
と
も
わ
か
ず
」
と
い
ふ
や
う
な
間
道
で
は

な
く
、
人
馬
車
も
行
き
か
ひ
宿
靡
も
完
備
じ
た
天
下
の
大
逍
な
の

で
あ
っ
て
、
普
通
な
ら
ば
道
ふ
み
た
が

へ
る
は
す
も
な
い
。
そ
b

わ
か
ば
り

で
、
説
者
は
い
ふ
、
石
の
巻
街
道
は
若
計
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
野
蒜

街
道
と
追
分
に
な
っ

て
ゐ
て、

そ
の
野
蒜
街
道
を
辿
れ
ば
奥
州
本

街
道
に
出
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
街
道
は
追
分
の
と
こ
る
で

．

一
寸
あ
と
戻
り
す
る
や
う
な
形
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
道
に
不
案

内
な
も
の
は
石
の
巻
街
道
の
方
を
野
聴
街
道
だ
と
謀
認
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
、
芭
蕉
も
多
分
さ
う
い
ふ
誤
り
を
お
か
し
肱
の
で
あ
ら

う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
、
さ
う
い
ふ
風
に
道
を
ふ

み
ち
が

へ
た
も
の
な
ら
ば
、
令
良

の
日
記
に
そ
の
片
瞬
で
も
し
る

さ
れ
て
ゐ
さ
う
な
も
、の
で
あ
る
の
に
、
少
し
も
そ
の
事
が
な
い
。

幽
日
の
人
は
常
に
道
中
記
を
燦
中
し
、
前
以
て
遣
順
を
研
究
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
易
K

と
道
に
ふ
み
迷
ふ
は
す
が
な
い
。，
分

ーニ

九

り
に
く
い

道
筋
で
、
し
か
も
宿
暉
に
乏
し
く
、

人
跡
も
ま
れ
で
、

道
を
問
ふ
こ
と
も
出
来
な
い
と
い
ふ
や
う
な
特
殊
の
場
合
な
ら
ば

と
も
か
く
、
こ
の
石
の
巻
街
道
の
や
う
な
宿
暉
も
完
備
し
て
ゐ
る
・

ヽ

大
逍
に
あ
っ
て
は
、

道
に
迷
ふ
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
い
よ
い
よ

以
て
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
合
良

の
名

勝
備
忘
録
に
は
、
石
の
巻
及
び
そ
の
附
近
の
名
勝
を
し
る
し
て
（を

る
し
、
か
つ
治
の
巻
か
ら
一
の
総
ま
で
一
路
一
の
躁
街
道
が
北
上

し
て

ゐ
、る

の
で
あ
る
か
ら
、

，或
は
芭
蕉
ら
に
蚊
初
か
ら
石
の
巻
へ

｀

出
て
ぞ
の
附
近
の
名
勝
を
探
見
ぃ

更
に
こ
の
一
の
躁
街
道
を
北
上
t

.

し
よ
う
と
い
ふ
窯
闘
が
あ

っ
た
か
も
雉
れ
す
、
も
し
、
さ
う
と
す

＼
れ
ば
、
芭
蕉
の
い
ふ

「
道
ふ
み
た
が

へ」

は
事
宜
と
違
つ

て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
°
但
し
、
合
良
の
名
勝
備
忘
録
に
は
貼
紙
し

，

て
、
「松
品

一
――リ
牛
大
松
涵一

――リ
牛
―l一
本
木、
古
川

細匹
：••
一
ノ

躁
、
山
ノ
目
」
と
の
地
名
を
し
る
し
て
を
る
。
こ
の
貼
紙
は
、
あ

と
か
ら
の
密
き
込
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
松
島
で
の

初
き
込
み
と

す
れ
ば
、
或
は
石
の
総
へ
出
な
い
で
本
街
道
を
平
泉
の
巧

へ
辿
る

＇
喜

が
あ
っ
た
の
で
臥
ら
う
か
と
、も
推
定
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
貼

紙
は
、
松
品
よ
り
も
以
後
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
か
も
卸
れ
な
い

が
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
芭
蕉
ら
の
意
閾
を
推
測
す
る
こ

と
が
出
来
、

な
い
。
そ
れ
か
ら
、
石
の
巻
に
認
い
て
、

「
宿
か
ら
ん
と
す
れ
ど

も
史
に
宿
か
す
人
な
し
」
と
芭
蕉
は
害
い

て
ゐ
る
が
、
合
良
の
日

＼
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呵ヽ

記
に
よ
れ
ば
、
「
小
野
と
石
の

巻
と
の
中
間
に
あ
る
矢
本
浙
田
と

い
ふ
と
こ
ろ
で
、
の
ど
が
乾
い
て
家
ご

と
に
渤
を
乞
ふ
け
れ
ど
も
、

く
れ
な
い
。
折
か
ら

刀
さ
し
た
五
十
七
八
の

人
が
通
り
か
4

つ

て
、
こ
れ
に
同
惰
し、

わ

ざ
わ
ざ
あ
と
戻
り
し
て
知
入
の
家
に
伴

ひ
、
渤
を
典
ふ
べ
き
由
を
頼
ん
で
く
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
石
の

合
良
の
日
記
と
奥
の
細
逍
と
を
封
照
し
て
み
て
、
雨
者
の
記
専

巻
へ
行
け
ば
新
田
町
の
四
兵
衛
と
い
ふ
家
を
訪
ね
て
璃
を
借
り
る

の

相

一
致
す
る
も
の
を
拾
ひ
出
し
て
．み
る
と、

た
と
へ
ば
、
日
光

や
う
に
と
敬
へ
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
、
石
の
巻
で
は
を
の
四
兵
御
．

で
の
佛
五

K
衛
門
の
話
や
、
殺
生
石
行
き
の
途
中
で
の
馬
の
口
付

方
に
宿
つ
だ
」
と
害
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
僧
す
る
と、

芭
煮
の

の

男
の
話
、
仙
盗
で
の
加
右
衛
門
の
話
、
松
品
の
雄
品
に
住
む
賊

記
噸
は
虚
惜
で
あ
る
。
か
ぅ
い
ふ
虚
描
を
芭
蕉
が
あ

へ
て
し
た
所

者
の
こ
と
、

或
は
玉
生

一
泊
、
出
笏
越
の

一
條
等
を
あ
げ
る
こ

と

以
は
、
そ
の
文
章
の
典

へ
る
効
果
か
ら
考

へ
て
、

旅
の
心
細
さ
、

が
出
来
る
の
で
あ
る
歩
、
五
左
衛
門
や
馬
の
口
付
男
や
加
右
砺
門

旅
の
物
あ
は
れ
さ
を
強
調
せ
む
が
た
め
で
あ
っ
た
と
思

は

れ

る

。

や

雄
品
の
恕
者
は
、
い
づ
社
も
風
流
雅
飯
を
た
4

へ
、
そ
の
悶
逸

さ
き
に
述
べ
た

「
病
お
こ
り
て
」
と
い
ふ
記
郡
の
意
踏
す
る
効

果

的

性
格
に
心
ひ
か
れ
た
記
事
で
あ
り
、
玉
生
泊
り
や
出
形
越
や
は
、

と
相
同
じ
い
の
で
あ
る
。
出
焙
越
の
と
こ
ろ
で
、
風
雨
の
た
め
山

・
股
の
物
あ
は
れ
さ
、
わ
び
し
さ
を
描
い
た
文
宰
で
あ
る
。
殊
に
出

0

0
 

中
に
一二
日
と
ぢ
こ
め
ら
れ
た
と
密
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
も
専
宜
は

笏

越
の
條
は
、
「
三
日
風
雨
荒
れ
て
よ
し
な
き
山
中
に
溢
留
ヤ
」

二
日
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
を
、
・三

日
と
か1
い
て
、
わ
び
し
さ
を
強

、と
5
ひ
、
「
け
ふ
こ
そ
必
す
危
き
め

に
も
逢

ふ
ぺ
き
日
な
れ
と
辛

化
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。

．

―

き
思
ひ
を
な
し
て
後
に
つ
い
て
行
く
」
と

い
ひ
、
「
蒻
山
森
々

と

こ
れ
を
要
す
る
に
、
奥
の
細
道
に
兄
え
る
芭
蕉
の
虚
描
の
記
事

し
て
1

鳥
牲
き
か
す
木
の
下
岡
茂
り
あ
び

て
夜
行
く
が
ご
と
し
、

ヽ

に
は
、
第
一
類
と
し
て
、
文
勢
上
窮
除
の
旅
程
と
頸
序
を
か
へ
た

一
霊
端
に
土

ふ
る
心
地
し
て
篠
の
中
ふ
み
分
け
ふ
み
分
け
水
を
わ
た

＜
 

＄
の
と、

第
二
類
と
し
て、

旅
の
風
流
を
強
調
し
た
り
懐
古
の
惰

り

岩
に
つ
ま
づ
き
て
肌
に
つ
め
た
き
汗
を
流
し
て
汲
上
の
庄
に
出
・

を
強
め
た
り
旅
の
感
偽
を
強
調
し
た
り
す
る
た
め
に
那
宜
を
誇
張
づ
」
な
ど
、
例
の
芭
蕉
の
誇
張
的
な
策
致
か
と
も
疑
は
れ
る

の

5

潤
色
す
る
も
の
と

が
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、

こ
の
こ
と

は
、

あ
る
が
、

合
良
の
陪
行
日
記
に
よ
る
と

、

五
月
十
五
日
に
形
陸
國~

4

．
 

-" 

．
 

―――
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那
宜
の
と
ほ
り
を
し
る
し
て
ゐ
る
記
那
の
傾
向
と
同
謂
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

／
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境
の
坑
田
と
い
ふ
と
こ

、る
に
泊
り
、
風
雨
の
た
め
滞
留
し、

十
七

日
に
境
田
を
出
彼
し
て
一
路
尾
花
澤
へ

向
つ
て
を
り
，‘
硯
今
は
陸

硝
東
線
の
通
じ
て
ゐ
る
正
路
を
行
か
す
に

、

~
低森
か
ら
南
下
し
て

翡

を

辿
り
、
明

穂

釧

、
市

野

々

を

已

量

に

出

で

、
尾
花

澤
に
漑
い
た
の
で
あ
っ
て
、

T
度
三
角
形
の
底
泌
を
歩
い

て
近
追

，
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
倣
野
哲
二
氏
の

「
奥
の
細
追
の
基
礎
的
研

竺
に
く
は
し
い
隙
明
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
釧
か
ら
市
野
K

へ

出
る
あ
た
り
が
大
焚
な
難
路
な
の
で
、
芭
蕉
の
文
章
は
決
し
て
嘘

い
つ
は
り
で
も
誇
張
で
も
な
く
、
事
ば
全
く
そ
の
と
ほ
り
ら
し
い

の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
か
う
い
ふ
旅
の
感
鉛

望

4

る
事
宜
に
は

箪
を
稗
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
象
渇
の
雨
袋
も
ま
た
ポ
牲
と
＇

一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
あ
ま
の
苫
屋
に
膝
を
容
れ
て
雨
の
睛

ぞ

を

待

っ

」
た
の
も
、
ま
た
事
宜
で
あ
っ
た
ん
か
う
い
ふ
旅
の

翌

し

さ

は

、
芭
蕉
は
、
の
が
さ
す
策
に
し
て
を
る
の
で
あ
る
。

と
こ

f
央

同

じ
旅
の
わ
び
し
さ
で
は
あ
っ

て
も
、
あ
ま
り
に
不

誓

殺
風
景
注
場
面
は
、
省
警
し
て
記
録
し
な
ふ
。
誓

へ
ば
、

能
生
を
出
て
糸
魚
川
へ

行
く
途
中
、
早
川
で
芭
蕉
が
つ
ま
づ
い

て

川
中
に
蒻
落
し、

全
湧
す
ぶ
甜
れ
と
な
り
、

川
原
で
衣
類
を
ぬ
い

で
乾
か
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
合
良
の
日
記
に
出
て
ゐ
る
け
れ
ど

も、

芭
燕
は
こ
れ
を
築
に
し

て
ゐ
な
い。

そ
の
事
匹
が
あ
ま
り
に

殺
風
娯
す
ぎ
て
一
黙
の
風
流
氣
を
も
伴
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
芭

喜
描
く
旅
の
あ
は
れ
さ
、
わ
び
し
さ
に
は
、

．一
線
の
詩
味
が
随

伴
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
蛮
し
、
あ
ま
り
に
も
硯
宜
的
す
ぎ
た

、

ぶ
6
燿

信

、
彼
の
風
糞
の
到
椒
た
り
得
な
か
、cロ

も

の

4

や
う
で
あ
る
。

さ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
芭
蕉
の
虚
描
畠
言
、
こ
の

事
試
佗
描

い
た
と
こ

ろ
と
を
比
較
し
て
み
る
に
、
そ
の
雨
者
に
共
通
す
る
も

？
ぁ
る
を
、

わ
れ
わ
れ
は
見
出
だ
す
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
、

旅
の
風
雅
と
族
の
わ
び
し
ざ

と
を
強
調
し
、
旅

へ
の
詩
的
感
偽
を

燃
や
し
つ
づ
け
て
ゐ
る
と

ふ
勘
に
於
て
、
雨
者
共
通
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

四

以
上

、
な
ば
と
の
認
退
に
於
て
奥
の
細
追
の
記
碩
を
眺
め
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
分
る
や
ぅ
‘に
、
奥
の
細
逍
に
於

け
る
芭
焦
の
領
致
は
決
し

て
iJf
信

入

な

も

の
で
は
な
唸
時

に
は
平
氣
で
咄
を
も
-3

ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し、

ホ
宜
に
忠
虹
で

な
い
か
ら
と
．再
つ

て
、
奥
の
細
逍
の
文
平
を
つ
ま
ら
な
い

と
は
一――IC

へ
な
い
。
芭
煎
の
文
常
に
到
す
る
考

へ
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
と

．
は
速
つ

て
ゐ

る
。
現
代
の
わ
れ
兌
れ
の
文
意
観
か
ら
言
へ
ば
、
物

の
餌
箕
を
紹
す
と
こ
る
に
ま
づ
作
文
の
主
眼
が
お
か
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
が
こ
の
紀
行
文
で
惹
闘
す
る
と
こ
る

三
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は
、
物
の
聾
茎
邸
す
と
い
ふ

こ
と
に
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ

る
。
そ
れ
よ
り
も
●
主
誤
の
表
出
、
毎
分
の

憐
成
に
頂
き
を
お
い

て
ゐ
て
、
文
勢
語
勢
の
た
め
に
は
那
宜
を
も
犠
牲
に
供
し
て
悔
い

な
い
の
で
あ

る
。
明
治
の
中
期
頃
に
所
罰
美
文
と
い

ふ
も
の
が
行

は
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
頃
は
美
文
文
範
な
ど
と
い
ふ
も
の

．が
あ
っ
エ
、
文
章
家
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
さ
う
い
ふ
も
の
に
牧

4

め
ら
似
て
ゐ
る
や
う
な
古
今
の
美
癖
冤
何
を
縦
横
に
應
用
し
て
匝

者
を
魅
了
す
る
に
つ
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
、

事
宜
の

塁
さ
ほ
ど
泣
ん
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

．
そ
れ
よ
り
も
文
飾
の

美
を
唸
ん
だ
の
で
あ
る
。

甚
し
き
に
至
つ

て
は
へ

詞
痰
に
涯
つ
て

、
惰
念
の
空
疎
を
顧
み
な
い
美
文
家
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
奥
の

細
道
は
胴
粟
の
た
め
の
詞
痰
、
文
飾
の
た
め
の
文
飾
と
い
ふ
や
ぅ

な
弊
害
に
は
、
も
ち
る
ん
陥
つ
て
ゐ
な
い
が
、
そ
の
構
文
法
は
、

こ
の
や
う
な
古
今
の
名
句
美
甜
を
か
り
て
文
を
あ
や
な
す
燐
文
法

丙

至
表
硯
法

に
相
通
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
た
と

へ
ば
、
深
山
を

形
容
し
て
は
、
「

一
鳥
朦
老
か
す
」
と
い
ひ
、
「
裳
端
に
士
ふ
る

ふ
」
な
ど
と
い
ふ
成
句
を
用
ゐ
、
松
品

・
象
潟
を
描
く
に
、
ま
だ

見
ぬ
洞
庭
西
湖
を
引
き
合
ひ
に
出
し
、
「
そ
の
氣
色
官
然
と
し
て

．
美
人
の
額
を
粧
ふ
」
な
ど
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
奥
の
細
道
は
著
し

く
美
文
的
だ
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
か
ク
い
ふ
構

文
法
内
至
表
硯
法
ば
‘
茶
よ
を
淡
文
翠
的
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方

1
 
I
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の
影
密
か
ら
喉
し
て
ゐ
ーる

も
の
な
の
で
あ
る
。
元
来
、
中
國
の
文

穿
観
に
は
、
文
飾
を
軍
ん
す
る

一
面
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
我
が
図

に
も
餌
来
し
て
、

更
に
彼
の
國
の
作
文
法
を
模
す
る
傾
向
す
ら
生

じ
て
を
る
。
芭
蕉
に
も
ま
た
そ
の
傾
向
な
し
と
し
が
た
い
の
で
あ

る
。
芭
布
は
、
ま
た
俳
諧
に
よ
つ
て
會
得
し
た
も
の
を
、
そ
の
文

窄
に
も
應
用
し
て
、
文
章
の一

盛
を
創
始
し
よ
う
と
考

へ
て
ゐ
た

も
？
ゃ
う
で
あ
る
。
俳
諧
は
趣
向
を
肱
立

と
し
て

ゐ
る
。
趣
向

．

、
詩
趣
を

と
は
、

詩
的
世
界
を
客
親
的
に
描
成
す
る
こ
と
で
あ
り

具
象
的
に
描
成
す
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
俳
諧
は
、
も
ち

ろ
ん
、
自
己

の
憫
瞼
を
基
礎
に
は
し
て
ゐ

る
け
れ
ど
も
、
な
ほ
か

つ
想
像
を
働
か
せ
て
作
り
上
げ
た
詩
的
世
界
で
あ
る
●
奥
の
細
道

に
も
、
や
は
り
趣
向
が
直
ん
ぜ
ら
れ
て
を
り
、
自
己
憫
瞼
が
絶
え

す
誂
念
的
主
猥
に
よ
っ
て
モ
デ
イ
フ
ァ
イ
せ
ら
れ
て
ゐ
合
奥
の

細
道
の
描
成
は
甚
し
く
俳
諧
的
な
の
で
あ
る
f
そ
し
て

、
そ
の
こ

、と
が
、
さ
を
ほ
ど
か
ら
申
し
述
べ
て
来
た
、
必
す
し
も
瑣
箕
を
あ

り
の
ま
4

に
宛
さ
す
、
文
飾
を
重
く
見
て
ゐ

る
と
ぃ
ふ
奥
の
細
道

の
表
現
の
仕
方
を
ご
肝
推
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る。
一
閤
、
奥
の
細
道
の
主
想
は
、
冒
頭
文
の

「
月
日
は
百
代
の
過

客
に

し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
」
に
あ
る

の
で
あ
っ

て
、
巻
末
の
「
蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ
ゆ
く
秋
ぞ
」
の
付
は
、
こ
の



る
の
で
あ
る
。

冒
頭
文
に
照
脚
し
て
結
び
の
役
目
を
つ

と
め
て
ゐ

す
な
は
ち、

こ
の
主
想
を
九
弧
く
展
開
さ
せ
て
、
人
生
の
旅
路
に

言
る
衣
え
ぽ
を
と
し
た
無
常
流
離
の
寂
盃
感
を
表
出
し
て
ゐ

る

の
が
、
奥
の
細
逍

二
扁
で
あ
っ
て
、芭
蕉
は
、
こ
の

一
篇
に
於
て
、

亨

宙

人
生
を
無
常
流
轄
の
相
に
於
て
認
識
す
る
世
界
顎
を
以
て
、

自
然
を
な
が
め、
人
事
を
と
り
あ
げ
て
ゐ
る
の

で
•お
よ
を、
こ

の
紀
行
文
は
主
穀
的
色
彩
の
強
い
も
の
と
一＿一日
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

唸
か
う
い
ふ
主
観
に
も
と
づ
く
作
品
の
人
を
勁
か
す
力
の
篇

，
 

は

、

か

ら

て
、

・
そ
の
主
観
の
浣
凌
大
小
に
あ
る
。

い
ひ
か
へ

れ

ば
、
そ
の
作
品
の
内
蔵
す
る
人
格
と
か
精
紳
と
か
が
、
そ
の
作
品

の
似
値
を
決
定
す
る

の
で
あ
る
。
芭
蕉
に
と
つ
て
は
、
ポ
宜
を
紹

す
完
さ
ぬ
は
、
け
だ
し
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

奥
の
細

迫
が
美
文
的
だ
と
か
俳
諧
的
だ
と
か
い
ふ
の
も
、
つ
ま
り
そ
の
卜
表

・
出
法
上
の
問
邁
で
あ
っ
て
、
所
詮
、
奥
の
細
道
の
箕
恨
は
、
そ
の

作
品
か
ら
感
得
せ
ら
れ
る
精
稗
力
の
深
淡
に
か
ゞ
つ
て
ゐ
る
。

ー

な
ほ
、最
後
に一

言
つ

け
加
へ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、芭
蕉
の
旅

は
決
し一
L

一
人
で
は
な
い
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
常
に
同
行
者
が

ぁ
が
。
奥
の
細
道
の
場
合
で
も
、
合
良
と
の
二
人
旅
で
あ
り
、
合

良
と
別
れ
て
か
ら
も
、
或
は
北
枝
が
、
或
は
等
栽
が
、
或
は
路
通
が

相
伴
う
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
一
J
‘‘

芭
蕉
が
一

人
で
歩
い
て
ゐ

る
場
合

が
全
く
な
い
の
で
あ
っ
．て
、
こ
れ
は
大
い
に
注
京
す
ぺ
き
こ
と
だ

.‘
 

と
思
ふ
。
こ
れ
は
、
芭
蕉
の
人
柄
と
か
人
間
性
と
か
、
或
は
旅
行

誤
と
か
を
知
る
上
に
極
め
て
大
切
な
こ

と
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
旅

は
、
醐
侶
の
捨
身
行
脚

の
修
行
と
は
、
い
さ
ゞ
か
性
質
を
異
に
し

て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
彼
の
文
翠
の
性
格
を
明
ら
め
る

・

上
に
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
ふ
か
ら
、

一
言
害
ま
加

C
て
ぉ
く
。
．

以
上
は
、
奥
の
細
道
を
屈
ん
で
、
思
ひ
浮
ん
だ
那
ど
も
の
一
端

を
語
っ
た
の
で
お
令
策
が
終
り
に
近
づ
く
に
従
つ
て
、
掴
筆
を`

 

烹

の

あ

が

り
、
＇い

さ
ぎ
か
腰
く
だ

け
の
て
い
で
く

．論
3

日
を
十
分

述
べ
つ
く
し
得
ぬ
憾
み
が
殊
つ

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
偏

へ
に
、
原

醤
切
日
な
る
も
の
を
こ
の
た
び
新
し
ぐ
設
定
し
て
、
成
稿
を
祗

が
せ
た
絹
輯
委
員
の
責
任
で
あ
っ

て
、
更
に
申
し
の
ぶ
べ
き
駆
や

考
究
す
べ
き
こ

と
が
ら
、
た
と
へ

ば
、
芭
蕉
の
生
涯
の
作
品
の
系

列
に
於
て

呉
の
蜘
道
は
ど
う
い
ふ
地
位
を
占
め
る
か
、
或
は
ま
た

奥
の
細
道
中
の
俳
何
の
特
色
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
る
芭
蕪
の
自

．

然
諮
順
と
い
ふ
こ

と
の
再
吟
味
等

に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
す
る

の
比
む
を
得
ざ
る
に
立
ち
至
っ
た
こ
と
を
、
わ
、た
く
し
は
い
よ
い

よ
以
て
残
念
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

三

， 

＇ • 




