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本
日
は
学
内
だ
け
で
な
く
、
学
外
か
ら
も
わ
ざ
わ
ざ
お
運
び
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
の
テ
ー
マ
は
、
あ
の
「
奥
の
細
道
」
で
す
。
と
申
し
あ
げ
て
も
、
ち
ょ
っ
と

見
慣
れ
な
い
、
へ
ん
な
題
が
つ
い
て
い
ま
す
。「
芭
蕉
の
」
と
い
う
の
は
問
題
な
い
と

し
て
、
あ
と
の
「
蕪
村
の
」
と
い
う
の
が
お
か
し
い
。
ど
う
し
て
「
蕪
村
の

0

0

0

『
奥
の
細

道
』」
と
な
る
の
か
、
芭
蕉
以
外
に
作
者
が
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。
こ

の
奇
妙
な
と
こ
ろ
こ
そ
、本
日
の
話
の
ミ
ソ
に
な
る
わ
け
で
す
。〈
ミ
ソ
〉に
つ
い
て
は
、

追
々
味
が
で
て
く
る
は
ず
で
す
の
で
、
い
ま
は
伏
せ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

小
さ
な
古
典

　

さ
て
、
こ
の
「
奥
の
細
道
」
と
い
う
作
品
は
、
だ
れ
知
ら
ぬ
者
の
な
い
古
典
の
名
作

で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
著
名
な
古
典
文
学
と
な
る
と
、「
源
氏
物
語
」

―
本
年
は
源

氏
千
年
紀
と
い
う
記
念
の
年
と
い
う
こ
と
で
す
ね

―
を
は
じ
め
、「
平
家
物
語
」「
徒

然
草
」、
あ
る
い
は
「
万
葉
集
」「
古
今
和
歌
集
」
な
ど
が
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か
び
ま
す

が
、
そ
れ
ら
と
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
小
品

0

0

で
す
。
原
本
で
い
う
と
、
本
文
は
全
五
十

三
丁
（
一
〇
五
ペ
ー
ジ
）、
現
代
の
活
字
に
な
お
す
と
、
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
わ

ず
か
三
十
五
枚
程
度
の
分
量
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
と
お
り
目
を
通
す
だ
け
な

ら
、
数
時
間
で
読
め
て
し
ま
い
ま
す
。
小
さ
な
名
作
、
と
い
っ
た
作
品
な
の
で
す
。
こ

れ
に
近
い
古
典
の
名
作
と
い
え
ば
、「
伊
勢
物
語
」
と
か
、「
方
丈
記
」
が
思
い
浮
か
ぶ

く
ら
い
で
す
。

　

で
も
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
小
さ
さ
と
い
う
の
が
好
都
合
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
読

み
た
く
な
っ
た
ら
い
つ
で
も
、
す
ぐ
に
読
み
返
せ
る
分
量
な
の
で
す
。
源
氏
物
語
で
は

こ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
大
部
の
本
を
何
冊
も
読
ま
な
い
と
読
了
し
な
い
。
分
量
が
で
か

い
だ
け
で
な
く
、
文
章
も
超
難
関
で
す
よ
ね
。〈
源
氏
〉
を
読
も
う
と
思
え
ば
、
か
な

り
の
決
意
と
覚
悟
を
も
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ン
ガ
本
で

読
ん
じ
ゃ
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
は
な
に
も
現
代
だ
け
の
現
象
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
も
す
で
に
、絵
本
の
〈
源
氏
〉
や
、ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
〈
源

氏
〉
が
、
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
四
百
年
前
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
源
氏

物
語
を
読
む
の
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
奥
の
細
道
」
は
、量
的
に
小
さ
い
だ
け
で
な
く
、小
難
し
い
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
、

文
章
も
す
ら
す
ら
読
め
て
し
ま
い
ま
す
。
お
手
ご
ろ
名
作
と
い
う
べ
き
作
品
が
、「
奥

の
細
道
」
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
利
点
に
も
っ
と
光
を
当
て
て
、
気
軽
に
接
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

「
奥
の
細
道
」
の
成
立
と
諸
本

　

こ
こ
で
、
こ
の
作
品
が
完
成
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
、
ざ
っ
と
た
ど
っ
て
お
き
た
い

と
お
も
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
芭
蕉
の
奥
州
旅
行
で
す
。
こ
の
旅
行
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
三

月
末
か
ら
九
月
は
じ
め
に
か
け
て
、
お
よ
そ
六
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。
江

戸
を
た
っ
て
、
奥
州
一
円
、
太
平
洋
側
か
ら
日
本
海
側
を
ま
わ
り
、
北
陸
を
と
お
っ
て

大
垣
が
終
着
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
大
垣
で
休
息
を
と
っ
た
の
ち
、
さ
ら
に
伊

勢
へ
向
か
う
と
こ
ろ
で
、「
奥
の
細
道
」
と
い
う
作
品
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

芭
蕉
の
ひ
と
り
旅
で
は
な
く
、
曾そ

ら良
と
い
う
門
人
が
同
行
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き

芭
蕉
、
数
え
で
四
十
六
歳
で
し
た
。

　

こ
の
旅
行
を
終
え
て
、
た
だ
ち
に
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

旅
の
あ
と
、
し
ば
ら
く
伊
賀
や
京
都
、
あ
る
い
は
大
津
あ
た
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て
お
り
、

●
●
●
●
記
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そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
書
き
始
め
て
い
な
い
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
元
禄
四
年
の
秋
に
よ
う
や

く
上
方
を
離
れ
て
、
江
戸
に
も
ど
り
ま
す
。
執
筆
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
し

か
も
新
し
く
で
き
た
芭
蕉
庵
に
入
室
し
た
の
が
翌
年
五
月
で
、
本
格
的
に
は
そ
れ
か
ら

の
こ
と
に
な
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
現
実
の
旅
行
か
ら
数
年
を
へ
て
、

よ
う
や
く
執
筆
作
業
に
は
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

脱
稿
・
完
成
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
元
禄
七
年
四
月
も
終
わ
り
こ
ろ
で
す
。
清

書
し
た
の
は
芭
蕉
自
身
で
は
な
く
、
柏
木
素そ

龍り
ょ
う

と
い
う
知
り
合
い
の
書
家
の
手
を
借

り
て
い
ま
す
。
か
か
っ
た
年
月
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ず
い
ぶ
ん
苦
心
の
末
に
成
し
遂

げ
ら
れ
た
の
で
す
。
原
稿
か
ら
完
成
に
至
る
過
程
を
、
現
在
残
っ
て
い
る
諸
本
を
整
理

し
て
、
か
ん
た
ん
に
図
示
し
て
お
き
ま
し
た
。

 

芭
蕉
自
筆
本
―
→
曾
良
本
―
→
清
書
本
1
―
→
元
禄
版
本

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

→
清
書
本
2

　

こ
の
表
に
つ
い
て
、
若
干
説
明
を
加
え
て
お
き
ま
す
。「
自
筆
本
」
と
い
う
の
は
、

あ
の
阪
神
大
震
災
の
す
ぐ
あ
と
に
出
現
が
報
じ
ら
れ
て
、
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
本
で

す
。
野
坡
本
、
あ
る
い
は
中
尾
本
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
自
身
の
手
に
な
る
も

の
で
す
か
ら
、
き
わ
め
て
貴
重
か
つ
重
要
な
一
本
で
あ
り
ま
す
。
と
は
い
う
も
の
の
、

こ
れ
で
「
奥
の
細
道
」
を
味
読
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の

は
、
文
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
を
加
え
た
た
め
、
こ
れ
が
決
定
稿
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
些
細
な
、
わ
ず
か
ば
か
り
と
い
う
、
生
半
可
な
推
敲
で
は
な
い
。
た
ん
な
る

加
筆
・
修
正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
語
句
を
ば
さ
っ
と
切
り
取
っ
た
り
、
訂
正
の
貼
り
紙
を

べ
た
っ
と
貼
り
付
け
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。
自
筆
本
と
は
い
え
、
推
敲
の
一
段
階
と

い
う
位
置
づ
け
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
推
敲
さ
れ
た
自
筆
本
を
忠
実
に
筆
写
し
た
の
が
、
つ
ぎ
の
「
曾
良
本
」
で
す
。

自
筆
本
に
満
載
さ
れ
る
修
正
の
混
乱
を
整
頓
し
て
、
て
い
ね
い
に
写
し
取
っ
た
本
な
の

で
す
。
信
頼
で
き
る
弟
子
の
手
に
な
る
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

　

そ
ん
な
芭
蕉
に
忠
実
な
写
本
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
で
も
完
成
と
は
い
か

図版 1　曾良本『奥の細道』〈平泉〉（天理大学附属天理図書館蔵）
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な
か
っ
た
の
で
す
。
せ
っ
か
く
綺
麗
に
清
書
さ
れ
た
本
文
の
う
え
に
、
ま
た
も
や
少
な

か
ら
ぬ
加
筆
で
汚
し
て

0

0

0

し
ま
っ
た
の
で
す
。
墨
だ
け
で
な
く
、
朱
の
筆
も
使
っ
て
推
敲

作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
、
か
な
り
根
源
的
な
推
敲
も
見
ら
れ
ま
す
。

一
例
の
み
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

　

有
名
な
平
泉
の
金
色
堂
を
拝
し
た
場
面
、
そ
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
俳
句
で
す
。
自
筆

本
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

五
月
雨
や
年と
し
ど〴

し〵

降
て
五
百
た
び

螢
火
の
昼
は
消き
え

つ
ゝ
柱
か
な

　

こ
う
二
句
が
書
き
つ
け
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
曾
良
本
に
も
筆
写
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
で
す
、
そ
こ
に
大
幅
な
直
し
を
い
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
先
の
二
句
が
、
こ
の
一
句
だ

け
に
な
り
ま
し
た
。

五
月
雨
の
降ふ
り

残
し
て
や
光
堂

　

最
初
の
句
を
大
胆
に
改
作
し
て
、
さ
ら
に
あ
と
の
句
を
ば
っ
さ
り
抹
消
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
こ
う
し
た
削
除
と
改
訂
に
よ
っ
て
、わ
た
く
し
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
、

こ
の
名
句
が
誕
生
し
た
の
で
す
。
曾
良
本
か
ら
は
、
こ
こ
に
到
達
す
る
芭
蕉
の
苦
闘
の

痕
跡
が
、
如
実
に
見
て
取
れ
ま
す
。【
図
版
1
】
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
の
が
、
清

書
本
の
す
が
た
で
あ
り
ま
す
。

　

清
書
本
は
、
二
種
類
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
書
と
も
、
筆
写
し
た
の
は

柏
木
素
龍
と
い
う
人
物
で
す
。
そ
の
う
ち
の
西
村
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
清
書
本
を
も
と

に
し
て
、版
本
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
元
禄
十
五
年
刊
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
が
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
基
本
テ
キ
ス
ト
（
定
本
）
と
な
っ
た
の
で
す
。

他
筆
の
清
書

　

芭
蕉
は
う
つ
く
し
い
筆
跡
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
短
冊
や
懐
紙
な
ど
、
端
正
な
手
蹟

は
深
い
感
動
さ
え
呼
び
起
こ
し
ま
す
。
現
代
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
在
世
時
か
ら
引
く

手
あ
ま
た
の
人
気
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
の
わ
ざ
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、「
奥

の
細
道
」
の
清
書
を
、
ど
う
し
て
他
人
に
預
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
心
血

注
い
で
推
敲
を
重
ね
た
、
あ
れ
だ
け
の
作
品
を
、
仕
上
げ
の
段
階
に
な
っ
て
、
他ひ

と人
の

手
に
委
ね
る
な
ん
て
、
と
お
も
い
ま
せ
ん
か
。

　

柏
木
素
龍
と
い
う
人
物
は
、
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
能
書
家
と
し
て
も
聞
こ
え

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
逸
材
が
、
た
ま
た
ま
芭
蕉
の
近
く
に
い
て
、
こ
れ
幸
い

と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
素
龍
に
は
、
撰
集
『
炭
俵
』
の
版
下
書
き
も
依
頼
し
ま
し
た

か
ら
、
信
頼
は
篤
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
芭
蕉
自

身
が
完
成
の
筆
を
執
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
ふ
し
ぎ
で
す
。

　

こ
の
あ
い
だ
、
教
育
テ
レ
ビ
の
「
新
日
曜
美
術
館
」
で
、
王
羲ぎ

之し

の
「
蘭
亭
帖
」
の

特
集
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
古
来
、
書
道
芸
術
の
最
高
峰
と
賞
賛
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
番
組
を
見
て
い
る
と
、思
い
が
け
な
い
こ
と
を
耳
に
し
た
の
で
す
。

現
在
、
故
宮
博
物
院
に
あ
る
名
品
「
蘭
亭
帖
」
が
、
完
成
品
で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。

た
し
か
に
、
墨
で
あ
ち
こ
ち
書
き
直
し
た
あ
と
が
目
に
付
き
ま
す
。
王
羲
之
は
な
ん
ど

も
清
書
を
試
み
た
の
だ
が
、
書
き
直
し
前
の
作
品
以
上
の
も
の
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
す
。
こ
の
話
を
驚
嘆
の
思
い
で
聞
く
一
方
で
、
ひ
そ
か
に
「
奥
の
細
道
」
の
こ

と
を
お
も
い
ま
し
た
。

　

こ
の
両
者
の
生
成
事
情
に
、
も
ち
ろ
ん
な
ん
の
共
通
性
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ
ぽ
う

は
自
筆
の
未
完
成
品
、
か
た
や
他
筆
清
書
の
完
成
品
。
こ
れ
を
「
奥
の
細
道
」
に
即
し

て
考
え
て
み
る
と
、
完
成
を
目
指
し
て
、
な
ん
ど
も
書
き
直
し
、
こ
れ
で
完
璧
だ
と
、

芭
蕉
自
身
が
ピ
リ
オ
ド
を
打
て
る
時
が
く
る
で
し
ょ
う
か
。
い
っ
そ
の
こ
と
、
他ひ

人と

様さ
ま

に
清
書
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
踏
ん
切
り
を
付
け
よ
う
と
い
う
考
え
が
も
た
げ
る

こ
と
だ
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
完
璧
を
期
し
て
到
達
で
き
な
か
っ
た
の

が
王
羲
之
で
、
他
筆
に
委
せ
て
、
少
々
の
キ
ズ
は
目
を
つ
ぶ
っ
た
の
が
芭
蕉
、
と
い
う

考
え
も
で
き
る
か
と
お
も
っ
た
の
で
す
。
明
ら
か
な
誤
写
が
い
く
つ
も
あ
る
の
で
す

が
、
そ
れ
で
も
芭
蕉
は
よ
し
と
し
、
で
き
た
ば
か
り
の
清
書
本
「
奥
の
細
道
」
を
懐
に

た
ず
さ
え
て
、
最
後
の
旅
に
出
た
の
で
す
。

　

名
筆
を
た
の
む
と
い
う
意
識
が
強
く
あ
っ
た
の
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
と
は

別
に
、
他
人
の
力
を
借
り
て
け
り

0

0

を
つ
け
よ
う
、
と
す
る
側
面
も
考
え
ら
れ
な
い
で
し

ょ
う
か
。
い
わ
ば
外
圧
で
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
比
較
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
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い
の
で
す
が
、
わ
た
く
し
ど
も
が
下
手
な
原
稿
を
書
く
と
き
、
自
力
で
始
末
を
つ
け
る

こ
と
が
な
か
な
か
で
き
ず
、
締
切
が
あ
る
か
ら
、
や
む
な
く
埒ら
ち

を
明
け
、
手
放
す
気
に

な
る
の
で
す
。
締
切
と
い
う
外
圧
が
、
か
ろ
う
じ
て
完
成
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
っ
た
く
逆
の
側
か
ら
み
た
話
を
引
き
合
い
に
出
し
ま
す
。
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
と
い

う
ス
イ
ス
の
彫
刻
家
が
い
ま
す
。
学
生
の
こ
ろ
か
ら
好
き
な
芸
術
家
で
、
ず
っ
と
関
心

を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
針
金
の
よ
う
に
細
く
削
り
と
っ
た
人
物
彫
刻
が
屹
立
す
る
光
景

は
、
胸
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
、
一
度
見
た
ら
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
人
を
モ
デ
ル
に

し
た
作
品
も
あ
っ
て
、
親
し
み
す
ら
わ
い
て
き
ま
す
。

　

数
年
前
も
神
戸
で
展
覧
会
が
あ
っ
て
、
出
か
け
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
展
覧
会
の
図

録
を
見
る
と
、
び
っ
く
り
す
る
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
作

品
に
は
ど
れ
も
完
成
品
が
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
さ
ん
ざ
ん
練
り
に
練
っ
て
、
結
局

本
人
に
は
完
成
と
自
認
で
き
る
域
に
達
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ジ
ャ
コ
メ

ッ
テ
ィ
の
彫
刻
、
そ
の
ど
れ
も
が
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
知
ら
さ
れ
て
、

ほ
ん
と
に
驚
愕
し
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
も

感
じ
ま
し
た
。
彫
刻
で
も
油
絵
で
も
、
手
を
加
え
た
り
、
削
除
し
た
り
、
上
塗
り
し
た

り
と
、
成
就
を
目
指
し
て
果
て
し
な
い
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
で
は
、
そ

の
過
程
の
ど
の
時
点
で
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
完
成
作
と
し
て
作
者
が
手
放
す
か
、
と
な

る
と
、
お
そ
ら
く
た
い
へ
ん
な
決
心
、
あ
る
い
は
覚
悟
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。
観
客
の
目
に
は
完
成
さ
れ
た
作
品
と
映
る
も
の
も
、
作
者
側
か
ら
す
る
と
、
い
つ

ま
で
も
未
熟
と
見
え
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
驚
く
と
と
も
に
、
納
得
も
い

た
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
経
験
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
テ
レ
ビ
で
王
羲
之
の
話
に
接
し
た
も
の
で
す

か
ら
、
さ
ら
に
「
奥
の
細
道
」
に
ま
で
想
い
が
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

な
ぜ
芭
蕉
が
他
筆
に
清
書
を
委
ね
た
か
、
明
確
に
裏
付
け
る
資
料
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
大
き
な
な
ぞ
で
あ
り
、
研
究
の
課
題
だ
と
お
も
い
ま
す
。

表
題
「
奥
の
細
道
」

　

芭
蕉
の
紀
行
文
と
い
え
ば
、「
奥
の
細
道
」以
外
に
、「
野
ざ
ら
し
紀
行
」「
笈
の
小
文
」、

さ
ら
に
「
鹿
島
詣
」「
更
科
紀
行
」
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
芭
蕉

自
身
の
命
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
一
「
奥
の
細
道
」
だ
け
が
、
芭
蕉
が
名
付
け
た
紀

行
文
な
の
で
す
。
表
紙
の
題
簽
に
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
自
書
し
た
の
で
す
。
名
称

の
由
緒
は
、
本
文
に
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
う
っ
か
り
す
る
と
見
逃

す
よ
う
な
か
た
ち
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

か
の
画え

ず図
に
ま
か
せ
て
た
ど
り
行ゆ

け

ば
、
お
く
の
細
道

0

0

0

0

0

の
山
際
に
十と

ふ符
の
菅す

げ

有
。

　

こ
れ
だ
け
な
の
で
す
。
仙
台
を
あ
と
に
し
て
、
松
島
へ
向
か
う
道
す
が
ら
の
一
文
で

す
。「
奥
の
細
道
」
は
地
名
で
、
そ
し
て
歌
枕
で
す
。
で
も
、
ほ
ん
の
さ
ら
り
と
顔
を

の
ぞ
か
せ
る
だ
け
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
さ
り
げ
な
い
表
題
が
、
名
作
の
タ
イ
ト
ル
と

い
う
の
も
し
ゃ
れ
て
い
ま
す
ね
。

　

そ
れ
で
も
、
こ
の
清
書
本
（
西
村
本
）
に
こ
め
た
芭
蕉
の
心
配
り
は
、
生
半
可
な
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
す
を
、
弟
子
の
去
来
は
こ
ん
な
ふ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。

書
の
長た
け

五
寸
五
分
、
は
ば
四
寸
七
分
、
紙
の
重

か
さ
ね

五
十
三
。

　

本
の
大
き
さ
が
、
縦
一
六
・
五
㎝
、
横
一
四
・
二
㎝
、
ほ
ぼ
正
方
形
で
あ
る
と
言
っ

て
い
ま
す
。
専
門
用
語
で
は
、
枡ま
す
が
た形
と
申
し
ま
す
。

行こ
う
ぜ
い成

の
表
紙
、
紫
の
糸
を
以
て
と
ぢ
、
外げ

題だ
い

は
金
の
真
砂
ち
ら
し
た
る
白
地
に
、

み
づ
か
ら

0

0

0

0

奥
の
細
道
と
書か

く

。

　

表
紙
も
綴
じ
糸
も
特
別
の
あ
つ
ら
え
で
、
題だ
い
せ
ん簽
も
金
の
真
砂
ち
ら
し
と
い
う
、
意
匠

を
凝
ら
し
た
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
芭
蕉
の
思
い
の
程
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

生
涯
の
集
大
成
に
ふ
さ
わ
し
い
配
慮
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
文
学
「
奥
の
細
道
」

　

こ
の
作
品
が
、
ご
く
一
部
の
ひ
と
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
目
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
可
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五

能
に
な
っ
た
の
は
、
版
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
初
版
は
元
禄
十
五

年
（
一
七
〇
二
）
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
没
後
八
年
目
の
こ
と
で
す
。

　

自
筆
本
や
清
書
本
は
、
も
ち
ろ
ん
き
わ
め
て
貴
重
か
つ
重
要
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ

で
多
数
の
読
者
の
需
要
に
応
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
不
特
定
の
ひ
と
が
読
み
た
い

と
い
う
欲
求
を
も
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
即
応
で
き
る
書
物
の
態
勢
が
で
き
て
は
じ
め

て
、
そ
の
作
品
が
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
江
戸
時
代
、
そ
の

よ
う
な
読
者
の
市し

場じ
ょ
う

に
供
す
る
も
の
と
し
て
は
、
版
本
が
通
常
の
形
態
で
し
た
。
出

版
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
限
ら
れ
た
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
ご
く
ふ
つ
う
の

愛
好
家
に
も
分
け
隔
て
な
く
、「
奥
の
細
道
」
は
手
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。
出
版
し
た
の
は
、
京
都
の
井
筒
屋
庄
兵
衛
と
い
う
俳
諧
専
門
の
本
屋
で

し
た
。

　

し
か
し
、
出
版
し
て
た
だ
ち
に
、
大
量
の
読
者
を
獲
得
し
た
と
は
お
も
え
ま
せ
ん
。

世
の
中
の
気
運
と
い
う
も
の
が
必
要
で
す
。
個
人
的
な
趣
味
だ
け
で
は
、
気
運
は
盛
り

上
が
り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
没
後
五
十
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
、
芭
蕉
熱
が
し
だ
い
に
盛
り

上
が
り
、
百
回
忌
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

そ
の
こ
ろ
京
都
に
、
蝶
ち
ょ
う

夢む

と
い
う
俳
人
が
い
ま
し
た
。
か
れ
は
浄
土
宗
の
僧
侶
な

が
ら
、芭
蕉
顕
彰
と
い
う
事
業
に
生
涯
を
捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
蝶
夢
は
、明
和
七
年
（
一

七
七
〇
）
に
、「
奥
の
細
道
」
を
編
集
し
直
し
て
再
出
版
を
実
現
し
ま
し
た
。
版
木
は

元
禄
板
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
跋
文
・
奥
書
を
増
補
し
て
出
し
た
の
で
す
。
内
容
は
ま

っ
た
く
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
も
こ
れ
が
、「
奥
の
細
道
」
熱
に
火
を
付
け
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
関
西
大
学
図
書
館
に
も
、
元
禄
版
は
い
ま
の
と
こ
ろ
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
の
明
和
版
や
そ
の
あ
と
の
寛
政
版
は
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。【
図
版
2
】

　

本
格
的
な
注
釈
書
が
試
み
ら
れ
る
の
も
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
最
初

の
本
格
的
な
注
釈
書
は
、『
奥
細
道
菅す
が

菰ご
も

抄し
ょ
う』

と
い
う
本
で
す
。
読
解
の
助
け
と
な
り
、

よ
り
深
く
味
わ
い
た
い
と
い
う
欲
求
に
答
え
る
た
め
の
本
で
す
。
読
者
層
の
拡
大
は
、

読
み
方
の
幅
も
広
げ
、
多
彩
な
理
解
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。〈
奥
の
細
道
学
〉

の
扉
が
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
注
釈
や
解
説
が
求
め
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
な

り
の
背
景
が
あ
る
の
で
す
。

図版 2 　明和 7年版『奥の細道』〈壺碑〉（関西大学図書館蔵）
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こ
う
し
て
「
奥
の
細
道
」
は
、
日
本
人
の
あ
い
だ
に
浸
透
し
て
ゆ
き
、
だ
れ
し
も
一

度
は
触
れ
て
お
く
べ
き
作
品
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。〈
古
典
〉
と
い
う
堅
苦
し
い

言
い
方
で
は
な
く
、〈
国
民
文
学
〉
―
日
本
人
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
、
み
ん
な
の

文
学
的
遺
産

―
と
い
う
意
味
で
い
う
と
、「
奥
の
細
道
」
が
国
民
文
学
と
な
っ
た
の

は
、
江
戸
中
期
以
後
の
こ
と
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

　

文
学
の
成
長
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
成
立
に
始
ま
っ
て
、
や
が
て
出
版
さ
れ
、
し

だ
い
に
読
者
を
獲
得
し
て
、
多
数
の
人
び
と
に
愛
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
現
代
の
よ
う
な
高
度
情
報
化
社
会
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
庶
民
的
読
書

界
に
は
、
じ
つ
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
て
い
た
の
で
す
。

蕪
村
の
「
奥
の
細
道
図
」

　

蕪
村
が
生
ま
れ
た
の
は
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
で
、
芭
蕉
没
後
す
で
に
二
十
二

年
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、二
人
の
人
生
は
ま
っ
た
く
重
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、〈
芭
蕉
〉
に
よ
せ
る
敬
愛
の
念
は
、
人
一
倍
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

蕪
村
が
活
動
し
た
の
は
、
ま
さ
に
〈
芭
蕉
〉
や
「
奥
の
細
道
」
が
み
ん
な
の
も
の
に

な
っ
て
き
た
時
代
で
し
た
。
蕪
村
は
俳
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
画
家
、
と
い
っ
て
も
、

正
確
に
は
一
介
の
町
絵
師
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕
府
や
大
名
、
あ
る
い
は
大
き
な

寺
社
の
お
抱
え
絵
師
と
い
っ
た
、
恵
ま
れ
た
境
遇
の
画
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
注
文
を
寄
せ
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
に
応
じ
る
か
た
ち
で
生
計
を
立
て

て
い
ま
し
た
。

　
〈
芭
蕉
〉が
ブ
ー
ム
に
な
り
、「
奥
の
細
道
」が
人
気
作
と
な
っ
た
環
境
に
お
い
て
、〈
芭

蕉
〉
も
「
奥
の
細
道
」
も
、
俳
材
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
か
っ
こ
う
の
画
材
と
し
て
脚

光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
芭
蕉
像
で
す
。
蕪
村
は
数
多

く
の
芭
蕉
像
を
描
き
ま
し
た
。
そ
の
い
く
つ
か
は
、
い
ま
も
現
存
し
て
、
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
芭
蕉
像
を
手
が
け
た
の
は
蕪
村
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
と
が

試
み
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
専
門
画
家
の
蕪
村
が
描
い
た
芭
蕉
像
は
、
や
は

り
群
を
抜
い
て
光
っ
て
い
ま
す
。
人
気
の
的
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
蕪
村
の
筆
で

か
か
れ
た
芭
蕉
像
が
ほ
し
い
、
そ
ん
な
根
強
い
願
望
が
あ
っ
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
奥
の
細
道
」
の
ば
あ
い
、
蕪
村
は
そ
の
絵
画
化
を
十
点
ほ
ど
な
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
現
存
を
確
認
で
き
る
の
は
四
作
で
す
。
絵
巻
が
三
点
、
屏
風
が
一
点
で
す
。

制
作
年
代
と
現
所
蔵
先
を
一
覧
し
て
お
き
ま
す
。

Ａ　

安
永
七
年
六
月　
　
　

絵
巻
一
巻　

海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵

Ｂ　

安
永
七
年
十
一
月　
　

絵
巻
二
巻　

京
都
国
立
博
物
館
蔵

Ｃ　

安
永
八
年
秋　
　
　
　

屏
風
一
隻せ
き　

山
形
美
術
館
蔵

Ｄ　

安
永
八
年
十
月　
　
　

絵
巻
二
巻　

逸
翁
美
術
館
蔵

　

安
永
七
年
は
西
暦
一
七
七
八
年
で
、
蕪
村
六
十
三
歳
に
あ
た
り
ま
す
。
還
暦
を
過
ぎ

て
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
大
作
を
次
つ
ぎ
と
生
み
だ
し
た
と
い
う
の
は
、
す
ご
い
こ
と
だ

と
お
も
い
ま
せ
ん
か
。

　

ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
、「
奥
の
細
道
」
の
絵
画
化
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
不
明
で
す
。
蕪
村
の
自
発
的
な
発
意
な
の
か
、
だ
れ
か
の
依
頼
な
り
示
唆
に
よ
る

発
想
な
の
か
、
明
確
な
裏
付
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
事
情
が
ど
う
あ
れ
、
蕪
村
の

得
意
芸
と
し
て
売
り
込
み
を
は
か
ろ
う
と
し
た
ふ
し
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
顧
客

が
あ
る
と
踏
ん
で
も
い
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
兵
庫
随
一
の
素
封
家
北
風
家
に
絵
巻

を
納
め
て
い
る
こ
と
な
ど
を
見
て
も
、
か
な
り
高
額
の
売
価
を
期
待
で
き
た
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
の
需
要
を
見
込
め
る
時
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
芭
蕉
へ
の

敬
愛
の
念
や
、「
奥
の
細
道
」
へ
の
あ
こ
が
れ
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、〈
芭
蕉
〉

が
売
れ
筋

0

0

0

で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
蕪
村
が
制
作
し
た
絵
巻
や
屏
風
が
、
た
ん
に
す
ば
ら

し
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
う
い
っ
た
時
代
背
景
も
い
っ
し
ょ
に
感
じ
て
い
た
だ
く

と
、
も
っ
と
臨
場
感
が
わ
い
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

一
連
の
「
奥
の
細
道
図
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
前
い
く
つ
か
の
論
文
で
取
り
上

げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
わ
た
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
ひ
か
え
ま
す（
注
）。
た
だ
、
つ
ぎ
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の
二
点
だ
け
、
申
し
述
べ
て
お
き
ま
す
。

　

ひ
と
つ
は
、「
奥
の
細
道
」
の
原
文
は
す
べ
て
省
略
す
る
こ
と
な
く
、
忠
実
に
写
し

取
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
み
ん
な
周
知
の
文
章
で
あ
り
な
が
ら
、
全
文
を
て
い
ね
い
に

筆
写
し
て
い
ま
す
。
か
な
り
の
集
中
力
を
要
求
さ
れ
る
作
業
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、

自
作
の
文
章
を
書
く
よ
り
も
、
神
経
を
つ
か
う
難
業
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
を
一
度
な
ら

ず
、
何
度
も
繰
り
返
し
や
っ
て
み
せ
た
の
で
す
。
蕪
村
の
力
の
入
れ
よ
う
が
推
し
量
れ

ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
挿
絵
の
こ
と
で
す
。
蕪
村
は
南
画
家
と
し
て
知
ら
れ
、
中
国
的
な

画
風
を
本
領
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
方
、
マ
ン
ガ
風
の
軽
い
タ
ッ
チ
の
俳
画
も
得

意
と
し
て
い
ま
し
た
。
画
家
で
あ
り
、
俳
人
で
も
あ
る
蕪
村
と
し
て
は
、
と
う
ぜ
ん
の

技
で
す
。「
奥
の
細
道
」
に
添
え
ら
れ
た
挿
絵
、
そ
れ
が
見
せ
処
で
あ
り
、
売
り
物
だ

っ
た
の
は
疑
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
は
各
点
共
通
の
似
た
よ
う
な
絵
柄
を

配
し
て
あ
る
が
、
場
面
の
取
り
方
や
姿
の
描
き
分
け
な
ど
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
一
致

す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
図
の
数
も
、
少
な
い
九
図
の
も
の
か
ら
、
多
い
も
の
は
、

十
五
図
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
奥
の
細
道
」
と
い
え
ば
、
奥
州
か
ら
北
陸
の
名
勝
地
を
め
ぐ
る
旅
だ

っ
た
わ
け
で
す
が
、
蕪
村
は
一
図
と
し
て
景
色
の
図
柄
を
描
く
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
す
べ
て
人
物
図
に
終
始
し
て
い
ま
す
。
表
看
板
で
あ
る
山
水
な
ど
の
景
色
で
は
な

く
、
副
業
的
な
俳
画
で
み
せ
る
人
物
の
図
の
み
を
描
い
た
の
で
す
。「
奥
の
細
道
」
そ

の
も
の
か
ら
す
る
と
意
外
で
す
が
、
蕪
村
ら
し
さ
を
打
ち
出
す
と
い
う
点
で
は
、
納
得

が
い
き
ま
す
。

蕪
村
の
「
壺
碑
」

　

蕪
村
が
手
が
け
た
「
奥
の
細
道
」
の
絵
巻
や
屏
風
の
一
つ
ひ
と
つ
に
深
入
り
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
芭
蕉
の
原
文
と
蕪
村
の
挿
絵
、
そ
れ
に
蕪
村
自
身
の
筆
跡
、
こ

の
三
位
一
体
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
の
が
な
に
よ
り
で
す
。
こ
こ
で
は
「
壺
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み

碑
」
の

場
面
を
取
り
上
げ
て
、
蕪
村
が
ど
ん
な
苦
心
を
し
な
が
ら
制
作
に
臨
ん
だ
か
を
検
証
し

た
い
と
お
も
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
入
る
ま
え
に
、
確
認
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
か
ら
、
蕪
村
は
原
作

に
忠
実
に
筆
写
し
た
と
申
し
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
蕪
村
の
明
ら
か
な
誤
写
も
認

め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
漢
字
や
仮
名
の
用
い
方
、
つ
ま
り
表
記
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て

厳
密
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、「
か
わ
」
は
、
原
作
の
「
川
」

と
「
河
」
を
違
え
て
写
す
と
い
う
た
ぐ
い
で
す
。
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
に
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
深
刻
な
問
題
は
、
芭
蕉
の
原
作
自
体
に
み
ら
れ
る
間
違
い
や
誤
認
の
事
項
で

す
。
芭
蕉
の
表
記
や
事
実
に
関
す
る
不
審
も
あ
れ
ば
、
版
本
上
の
ミ
ス
も
わ
ず
か
な
が

ら
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
客
観
的
な
あ
や
ま
り
に
つ
い
て
、
蕪
村
は
ど
う
い
う
態

度
で
も
っ
て
写
そ
う
と
し
た
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
典
型
例
が
、「
壺
碑
」
の
場
面
な

の
で
す
。
仙
台
を
あ
と
に
し
た
、
そ
の
直
後
に
く
る
名
所
で
す
。
松
島
の
直
前
で
、
さ

ら
に
、
続
い
て
平
泉
や
象
潟
と
い
っ
た
作
中
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
前
に
あ
た
り

ま
す
。
見
過
ご
し
が
ち
な
一
場
で
す
が
、「
奥
の
細
道
」
の
テ
ー
マ
か
ら
し
て
も
、
要

所
と
な
る
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ず
こ
の
場
面
を
、
原
文
ど
お
り
に
読
ん
で
み
ま
す
。
便
宜
上
、
二
段
に
わ
け
て
読

み
ま
す
。
冒
頭
に
、「
壺
碑　

市
川
村
多
賀
城
に
有
」
と
標
題
の
よ
う
な
見
出
し
が
あ

り
ま
す
。「
奥
の
細
道
」
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
こ
の
一
節

の
完
結
性
を
表
し
て
い
る
と
と
も
に
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
よ
と
い
う
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
も
み
ら
れ
ま
す
。
さ
て
本
文
で
す
。

つ
ぼ
の
石
ぶ
み
は
、
高
サ
六
尺
余
、
横
三
尺
計
歟か

。
苔
を
穿う

が
ち
て
文
字
幽か

す
か

也
。
四し

維ゆ
い

国
界
之
数
里
を
し
る
す
。「
此こ

の

城
、
神じ

ん

亀き

元
年
、
按あ

ぜ

ち
察
使
鎮
守
苻
将
軍
大
野
朝

臣
東
人
之
所
里

0

0

也
。
天
平
宝
字
六
年
、
参
議
東
海
東
山
節
度
使
同
将
軍
恵
美
朝
臣

0

修
造
而
。
十
二
月
朔
日
」
と
有
。
聖
武
皇
帝
の
御

お
お
ん

時と
き

に
当
れ
り
。

 

（
傍
点
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
詳
述
す
る
）

　

石
碑
は
、
碑
面
が
苔
む
し
て
い
て
、
あ
ま
り
い
い
状
態
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
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そ
れ
で
も
な
ん
と
か
読
み
と
っ
て
記
録
し
た
碑
文
が
、
カ
ギ
括
弧
の
な
か
の
文
章
で

す
。
石
碑
の
全
文
を
作
中
に
は
め
こ
ん
だ
の
で
は
な
く
、
省
略
を
ま
じ
え
な
が
ら
の
摘

記
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
明
白
な
誤
り
が
い
く
つ
か
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
原
作
の
誤
り
で
あ
り
、
芭
蕉
の
過
誤
な
の
で
す
。
た
ん
な
る
表
記
上
の
問

題
か
ら
、
石
碑
の
文
脈
に
関
わ
る
案
件
ま
で
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
あ
と
で
ま
た
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

石
碑
が
築
造
さ
れ
た
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
は
、じ
つ
は
淳
仁
天
皇
の
御
代
で
、

聖
武
天
皇
よ
り
二
代
あ
と
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
聖
武
皇
帝
の
御
時
に
当
れ
り
」
と

い
う
芭
蕉
の
記
述
は
間
違
い
に
な
り
ま
す
。
で
も
、さ
さ
い
な
揚
げ
足
取
り
は
や
め
て
、

ご
く
概
算
的
に
、
芭
蕉
か
ら
お
よ
そ
一
千
年
前
の
こ
と
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
思
い
を
う
け
て
、
以
下
、
後
半
の
文
章
に
な
り
ま
す
。

む
か
し
よ
り
よ
み
置お
け

る
哥う

た

枕ま
く
ら

お
ほ
く
語

か
た
り

伝
ふ
と
い
へ
ど
も
、
山
崩く

ず
れ、

川
流な

が
れ

て
、

道
あ
ら
た
ま
り
、
石
は
埋
う
ず
も
れ
て
土
に
か
く
れ
、
木
は
老お

い

て
若
木
に
か
は
れ
ば
、
時

移
り
、
代
変
じ
て
、
其そ
の

跡
た
し
か
な
ら
ぬ
事
の
み
を
、
爰こ

こ

に
至
り
て
疑
な
き
千せ

ん
ざ
い歳

の
記か
た
み念

、
今
眼
前
に
古
人
の
心
を
閲け

み

す
。
行
脚
の
一
徳
、
存
命
の
悦
び
、
羇き

旅り
ょ

の

労
を
わ
す
れ
て
、
泪な
み
だも

落お
つ

る
ば
か
り
也
。

　

前
半
の
文
章
は
、
す
こ
し
説
明
が
必
要
で
し
ょ
う
。
江
戸
を
発
っ
て
こ
こ
ま
で
来
る

な
か
で
、
芭
蕉
は
歌
枕
の
現
状
や
遺
跡
を
こ
の
目
で
確
か
め
た
い
と
熱
望
し
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
期
待
は
こ
と
ご
と
く
裏
切
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

安あ

積さ
か

山や
ま

に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
沼
に
自
生
す
る
「
花
か
つ
み
」
を
見
た
い
と
、
付

近
の
住
民
に
尋
ね
歩
い
た
が
、
夕
暮
れ
に
及
ん
で
断
念
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
も
ぢ
摺
石
」
を
尋
ね
て
行
っ
た
信し
の

夫ぶ

の
里
で
は
、
石
は
半
ば
土
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
旅
人
の
せ
い
で
迷
惑
を
こ
う
む
る
と
し
て
、
村
人
た
ち
が
谷
底
に
突
き

落
と
し
た
と
い
う
の
で
す
。
笠
島
の
郡こ
お
りで
は
、
藤
原
実
方
や
西
行
に
ゆ
か
り
の
塚
や
道

祖
神
を
目
の
当
た
り
に
し
た
い
と
念
願
し
た
も
の
の
、
折
か
ら
の
五
月
雨
（
梅
雨
）
の

た
め
に
道
が
ぬ
か
る
ん
で
、「
よ
そ
な
が
ら
眺な
が
めや
り
て
過す

ぐ

る
」
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

仙
台
に
は
い
る
直
前
、
武た
け
く
ま隈
で
は
能
因
ゆ
か
り
の
二ふ

た

木き

の
松
が
、
昔
の
姿
そ
の
ま
ま

に
生
え
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
平
安
以
来
の
と
き
の
流
れ
の
な
か
で
、
伐
採
さ
れ

た
り
、
植
え
継
ぎ
さ
れ
た
り
と
、
有
為
転
変
を
重
ね
て
、
か
ろ
う
じ
て
姿
・
形
だ
け
は

昔
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

仙
台
で
は
、
加
右
衛
門
の
案
内
で
、
市
中
の
歌
枕
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、

根
拠
や
由
緒
と
な
る
と
や
や
心
許
な
い
名
所
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
し
た
。
そ
う
し
た
な

り
ゆ
き
の
感
慨
が
、「
時
移
り
、
代
変
じ
て
、
其
跡
た
し
か
な
ら
ぬ
事
の
み
」
と
い
う

吐
露
に
な
っ
て
現
れ
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
旅
を
続
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
壺
碑
の
ま
え
に
た
た
ず
む
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。
苔
む
し
て
い
た
と
は
い
え
、
紛
う
か
た
な
き
姿
を
、
損
な
う
こ
と
な
く

留
め
て
い
た
の
で
す
。「
爰
に
至
り
て
疑
な
き
千
歳
の
記
念
、
今
眼
前
に
古
人
の
心
を

閲
す
」、
千
年
来
の
記
念
を
眼
前
に
し
て
、
そ
れ
は
ま
る
で
古
代
の
人
び
と
の
心
そ
の

も
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
よ
う
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。「
行
脚
の
一
徳
、
存
命
の
悦

び
」、
こ
こ
ま
で
旅
し
て
き
た
甲
斐
が
あ
っ
た
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
、

と
涙
を
流
す
ば
か
り
に
感
激
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
後
半
の
文
章
の
言
わ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

大
旅
行
を
企
て
た
芭
蕉
の
願
望
の
根
幹
に
ふ
れ
る
場
面
が
、「
壺
碑
」
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。「
壺
碑
」
の
場
が
、「
奥
の
細
道
」
全
体
の
な
か
に
占
め
る
重
要
性
と
い

う
の
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
摘
記
と
は
い
え
、
そ
の
碑
文
が
前
半
の

文
面
な
の
で
す
が
、
そ
こ
に
疎
か
に
で
き
な
い
誤
謬
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
さ
て
み
な

さ
ん
は
ど
う
な
さ
い
ま
す
か
？

芭
蕉
の
難
業

　

芭
蕉
・
曾
良
の
一
行
が
現
地
を
訪
れ
た
の
は
、
元
禄
二
年
五
月
八
日
の
午
前
中
の
こ

と
で
し
た
。
朝
、
仙
台
を
た
っ
て
、
石
碑
を
見
学
し
た
あ
と
、
昼
過
ぎ
に
は
塩
竃
に
着

い
て
い
ま
す
。
そ
の
見
学
の
あ
い
だ
に
、
曾
良
は
碑
文
を
ノ
ー
ト
に
写
し
取
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
読
み
づ
ら
か
っ
た
の
か
、
誤
読
が
あ
っ
た
り
、
空
欄
の
ま
ま
に
な
っ
た
り
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し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

　

芭
蕉
も
ま
た
、
後
日
の
こ
と
で
す
が
、
碑
面
を
縁
ど
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
自
筆
の
碑
文

写
し
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
が
、や
は
り
読
め
て
い
な
い
箇
所
が
認
め
ら
れ
ま
す
。【
図

版
3
】
そ
れ
に
、
芭
蕉
と
曾
良
と
で
は
、
文
面
が
微
妙
に
食
い
違
っ
て
い
る
の
も
理
解

し
が
た
い
こ
と
で
す
。
石
碑
の
サ
イ
ズ
も
、
曾
良
は
、
高
さ
六
尺
五
寸
、
横
幅
三
尺
五

六
寸
と
し
て
い
ま
す
が
、
芭
蕉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
尺
、
四
尺
と
記
し
て
お
り
ま
す
。
ど

ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
問
い
た
だ
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
っ
し
ょ
に
旅
し
て

不
一
致
と
い
う
の
も
不
審
で
す
。
そ
も
そ
も
、
ふ
た
り
が
メ
ジ
ャ
ー
の
よ
う
な
測
る
物

を
持
参
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
目
分
量
か
手
積
も
り
だ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

些
細
な
点
を
除
い
て
、
こ
こ
で
は
二
ケ
所
に
し
ぼ
っ
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず

は
、「
東
人
之
所
里
也
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
曾
良
の
写
し
で
は
、「
東
人
之
所
○
○

也
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
「
○
」
は
行
の
末
尾
、
つ
ぎ
の
「
○
」
は
行
頭
で
、

つ
ま
り
こ
こ
で
行
替
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
芭
蕉
の
ほ
う
は
、「
東
人
所
□

也
」
と
あ
っ
て
、
□
の
箇
所
に
つ
い
て
、「
此
字
不
明
」
と
注
記
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
終
わ
り
の
ほ
う
、「
恵
美
朝
臣

修
造
而
」
の
語
句
で
す
。「
而
」

の
文
字
は
「
也
」
が
正
し
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
不
問
に
付
し
て
お
き
ま
す
。
難
字
は

「

」
の
文
字
で
す
。
こ
れ
は
大
漢
和
に
も
見
ら
れ
な
い
、
へ
ん
て
こ
な
字
な
の
で
す
。

な
ん
と
読
む
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
曾
良
の
書
い
た
文
字
は
、
い
っ
そ
う
ふ
し
ぎ
な

字
形
を
し
て
お
り
、
む
ろ
ん
読
み
よ
う
は
検
討
も
つ
き
ま
せ
ん
。
で
は
芭
蕉
の
写
し
は

と
い
う
と
、「
恵
美
朝
臣
修
造
也
」
と
、
問
題
の
文
字
を
ま
る
ま
る
飛
ば
し
て
い
る
の

で
す
。
こ
う
な
る
と
、
と
り
つ
く
島
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、芭
蕉
も
曾
良
も
現
場
で
読
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、「
奥
の
細
道
」
で
は
、「
東

人
之
所
里
也
」「
恵
美
朝
臣

修
造
而
」
と
、
と
も
か
く
も
書
き
込
む
こ
と
が
ど
う
し

て
で
き
た
の
か
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
参
考
書
や
情
報
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
間0

違
い
加
減

0

0

0

0

か
ら
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、『
松
島
眺
望
集
』
が
芭
蕉
の
参
考
書
だ
っ
た

か
と
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
芭
蕉
と
同
時
代
の
俳
人
、
大
淀
三み

千ち

風か
ぜ

が
出
版

し
た
も
の
で
す
。
三
千
風
は
伊
勢
の
出
身
で
す
が
、
仙
台
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
て
い
ま

し
た
。
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
出
版
で
す
か
ら
、「
奥
の
細
道
」
の
少
し
ま
え
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

問
題
の
二
ヶ
所
を
見
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
「
東
人
之
処
里
也
」「
恵
美
朝
臣
朝

修
造
也
」

と
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
書
き
方
と
ほ
ぼ
合
致
し
ま
す
。
違
い
は
、「
朝
」
の
文
字
の
有
無

だ
け
で
す
。
も
し
芭
蕉
が
拝
借
し
た
の
が
こ
の
文
献
だ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
情
報
源

自
体
が
あ
や
ふ
や
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
読
め
な
か
っ
た
の
は
、
芭
蕉

た
ち
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
ろ
の
ど
の
文
献
を
見
て
も
、
全
文
を
正
確
に
読
み
と
っ
て
い
る
も
の
は
見
あ

た
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
こ
の
石
碑
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら

で
、
芭
蕉
訪
問
の
数
十
年
前
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
た
り
の
農
夫
が
土
中
か
ら
掘
り

出
し
た
、
あ
る
い
は
草
む
ら
に
埋
ま
っ
て
い
た
の
を
掘
り
起
こ
し
た
な
ど
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
現
在
の
よ
う
な
覆
お
お
い

堂ど
う

も
な
く
、
雨
ざ
ら
し
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
苔
む
し
て

図版 3　芭蕉写「多賀城碑（壺碑）」（岩波書店刊『芭蕉全図譜』より）
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一
〇

い
た
、
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。
そ
ん
な
状
態
だ
っ
た
の
を
考
慮
す
れ
ば
、
彫
ら

れ
た
文
字
の
解
読
に
困
難
を
き
た
し
た
の
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
現
地
へ
行
っ
て

読
も
う
と
し
て
も
、
こ
の
碑
文
全
体
を
即
座
に
判
別
で
き
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
心

許
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
正
確
を
期
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
か
に
あ
っ
て
、な
お
か
つ
芭
蕉
は
「
壺
碑
」

に
執
着
を
み
せ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
先
に
申
し
ま
し
た
が
、
歌
枕
の
遺
跡
へ
の
感
激

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
な
お
、
芭
蕉
が
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
こ
の
石
碑
、
じ
つ
は

壺
碑
で
は
な
く
、
実
際
は
多
賀
城
碑

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
に
は
触
れ
な
い
で
お
き
ま

す
。

蕪
村
の
苦
心

　

芭
蕉
の
時
代
か
ら
、
お
よ
そ
半
世
紀
も
た
つ
と
、
碑
文
は
正
確
に
判
読
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
拓
本
も
採
取
さ
れ
【
図
版
4
】、
ま
た
複
数
の
文
献
も
出
版
さ
れ
ま

し
た
。

　

正
確
な
知
識
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、「
奥
の
細
道
」
を
筆
写
す
る
と
き
、

ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
だ
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
蕪
村
は
、
そ
の
こ
と
に

悩
ん
だ
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
蕪
村
は
二
段
構
え
で
対
応
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で

す
。
原
作
の
本
文
を
写
し
た
う
え
で
、
壺
碑
を
図
と
し
て
描
い
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
現
存
す
る
絵
巻
・
屏
風
の
う
ち
、
石
碑
の
挿
絵
は
三
点
の
絵
巻
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
）

に
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
屏
風
（
Ｃ
）
に
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
絵
巻
を

覗
い
て
み
る
と
、
三
者
三
様
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

①
「
東
人
之
処
里
也
」
と
、
②
「
恵
美
朝
臣
朝

修
造
而
」
の
二
点
に
し
ぼ
っ
て
、

三
絵
巻
の
処
理
法
を
一
覧
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ａ　

海
の
見
え
る
杜
美
術
館
本
（
安
永
七
年
六
月
）

　

①
本
文
＝
「
東
人
之
所
里
也
」、
挿
絵
＝
「
東
人
之
所
置
也
」

　

②
本
文
＝
「
恵
美
朝
臣

修
造
而
」、
挿
絵
＝
「
恵
美
朝
臣
朝
獦
修
造
也
」

Ｂ　

京
都
国
立
博
物
館
本
（
安
永
七
年
十
一
月
）

　

①
本
文
＝
「
東
人
之
所
置
也
」、
挿
絵
＝
「
東
人
之
所
置
也
」

　

②
本
文
＝
「
恵
美
朝
臣

修
造
而
」、
挿
絵
＝
「
恵
美
朝
臣
朝
獦
修
造
也
」

Ｄ　

逸
翁
美
術
館
本
（
安
永
八
年
十
月
）

　

①
本
文
＝
「
東
人
之
所
置
也
」、
挿
絵
＝
「
東
人
之
所
置
也
」

　

②
本
文
＝
「
恵
美
朝
臣
朝
獦
修
造
也
」、
挿
絵
＝
「
恵
美
朝
臣
朝
獦
修
造
也
」

　

こ
れ
を
見
る
と
、
ふ
た
つ
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
れ
も
同
一
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
ひ
と
つ
。
そ
れ
と
、
年
代
を
へ
る
ご
と
に
、
本
物
の
石
碑
の
実
態
に
合
わ
せ
よ

う
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
芭
蕉
の
誤
っ
た
原
文
と
、
石
碑
の
本
文
と
の

あ
い
だ
に
あ
っ
て
、
は
じ
め
は
芭
蕉
の
原
文
を
尊
重
し
つ
つ
、
副
次
的
に
挿
絵
で
正
確

さ
を
補
う
と
い
う
姿
勢
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
し
だ
い
に
原
物
尊
重
と
い
う
方
向

へ
と
動
い
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
②
の
「
朝
獦
」
は
、「
ア
サ
カ
リ
」
と
読
み

ま
す
。

　

も
し
か
り
に
自
分
が
、
芭
蕉
の
原
作
と
実
物
の
正
文
と
、
ど
ち
ら
を
と
る
か
と
迫
ら

れ
た
と
す
る
と
、
迷
う
こ
と
は
必
定
で
す
。
み
な
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
（
挙
手

を
求
め
る
）。
や
は
り
意
見
は
分
か
れ
る
よ
う
で
す
ね
。

図版 4　「多賀城碑」拓本（関西大学博物館蔵）
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壺
碑
に
つ
い
て
の
正
確
な
情
報
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
江
戸
中
期
の
人
た
ち
は
、
は
た

し
て
誤
り
の
原
作
に
あ
く
ま
で
も
固
執
す
る
か
、
原
作
を
改
変
し
て
で
も
事
実
の
精
度

を
と
る
か
、
容
易
に
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。
そ
う

い
う
目
で
、
芭
蕉
の
原
作
を
読
み
、
蕪
村
の
絵
巻
を
愉
し
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
の
原
作
者
で
あ
る
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
世
の
蕪

村
も
「
奥
の
細
道
」
創
造
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も

あ
る
の
で
す
。

蕪
村
の
情
報
源

　

蕪
村
が
「
奥
の
細
道
」
を
筆
写
し
て
ゆ
く
な
か
で
、「
壺
碑
」
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、

錯
綜
し
た
思
い
を
抱
き
つ
つ
、
複
雑
な
手
法
で
対
処
し
た
こ
と
を
み
て
き
ま
し
た
。
で

は
改
め
て
、
蕪
村
は
「
壺
碑
」
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
ら
正
確
な
知
識
を
得
た
の
で
し
ょ

う
か
。
学
習
の
も
と
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

蕪
村
は
二
十
代
の
後
半
、
奥
州
旅
行
に
で
か
け
、「
奥
の
細
道
」
に
ゆ
か
り
の
地
に

も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
い
足
跡
は
不
明
で
す
が
、
多
賀
城
跡
（
壺
碑
）
に
行
っ
た
可

能
性
は
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、
石
碑
の
文
章
も
読
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
以
上
も
た
っ
て
、
還
暦
を
越
し
た
蕪
村
な
の
で
す
。
碑
文
を
正

確
に
記
憶
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り
な
ん
ら
か
の
参
考
書
が
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
探
る
糸
口
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。

　

安
永
八
年
十
月
に
制
作
さ
れ
た
、
蕪
村
の
「
奥
の
細
道
絵
巻
」（
Ｄ
）

―
い
わ
ゆ

る
逸
翁
本
で
、
現
存
中
い
ち
ば
ん
あ
と
の
も
の
で
す
が

―
、
こ
の
壺
碑
の
場
面
は
、

ほ
か
の
作
よ
り
い
っ
そ
う
念
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　

芭
蕉
の
原
文
の
あ
と
に
石
碑
を
図
示
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
で
す
が
、
さ
ら
に
続

け
て
、
な
に
や
ら
文
章
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
む
ろ
ん
「
奥
の
細
道
」
の
本
文

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
際
で
す
の
で
、
全
文
を
読
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
（
原
文
は
和

歌
以
外
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
読
み
下
し
で
掲
げ
る
）。

日
本
風
土
記
に
曰
く
、
陸
奥
国
宮
城
郡
坪
碑
は
鴻
之
池
に
在
り
。
も
と
鎮
守
の
門

碑
た
り
。
恵
美
朝
獦
こ
れ
を
立
つ
。
見
雲
真
人
の
清
書
な
り
。
異
域
本
邦
の
行
程

を
記
し
、
旅
人
を
し
て
途み
ち

を
迷
わ
し
め
ず
。

　

み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
は
え
ぞ
し
ら
ぬ
書か
き

つ
く
し
て
よ
つ
ぼ
の
碑

 

右
大
将
源
頼
朝

　

陸み
ち
の
く奥

は
お
く
ゆ
か
し
く
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
そ
と
の
は
ま
風

 

西
行

多
賀
城
の
事
、
始
め
て
続
日
本
紀
に
見
ゆ
。
聖
武
皇
帝
天
平
九
年
夏
四
月
記
す
。

神
亀
元
年
甲
子
、
す
な
わ
ち
聖
武
帝
元
年
、
安
永
八
年
己
亥
に
至
る
こ
と
、
千
七

十
五
年
。

天
平
宝
字
六
年
壬
寅
、
す
な
わ
ち
廃
帝
四
年
、
安
永
八
年
己
亥
に
至
る
こ
と
、
千

三
十
七
年
。

　

頼
朝
と
西
行
の
歌
は
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
ほ
か
の
記
述
を
ど
う
し
て
得
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
引
用
さ
れ
て
い
る
「
日
本
風
土
記
」
な
ど
と
い
う
本
が
、
蕪
村

の
手
許
に
あ
っ
た
と
は
と
て
も
お
も
え
ま
せ
ん
。
一
介
の
町
絵
師
に
し
て
俳
諧
師
で
あ

る
よ
う
な
立
場
で
、
こ
ん
な
堅
苦
し
い
書
物
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
と
き
は
、
ま

ず
孫
引
き
と
踏
ん
で
よ
ろ
し
い
。

　

こ
の
情
報
源
を
探
っ
て
い
る
と
き
、
こ
ん
な
も
の
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
神か
ん

沢ざ
わ

杜と

口こ
う

の
『
翁

お
き
な

草ぐ
さ

』
に
み
え
る
記
事
で
す
。
こ
の
本
は
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な

く

―
ご
く
一
部
だ
け
は
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が

―
、
明
治
の
終
わ
り
こ
ろ
、
よ

う
や
く
活
字
本
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
森
鷗
外
に
「
高
瀬
舟
」
と
い
う
短
編
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
小
説
の
ネ
タ
も
と
が
、
明
治
版
の
『
翁
草
』
だ
っ
た
の
で
す
。

　

閑
話
休
題
。
と
も
か
く
こ
の
『
翁
草
』
の
な
か
に
、
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
の
記
事
が
出
て

き
ま
す
。
こ
れ
を
目
に
し
た
と
き
、
蕪
村
の
取
材
源
は
こ
れ
だ
っ
た
の
か
と
、
す
ぐ
に

ひ
ら
め
き
ま
し
た
。
比
べ
て
み
る
と
、
若
干
の
省
略
や
異
文
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
体

の
構
成
や
文
章
は
う
り
二
つ
な
の
で
す
。
省
略
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
和
歌
が
『
翁

草
』
で
は
九
首
あ
る
と
こ
ろ
、
蕪
村
は
そ
の
う
ち
二
首
の
み
を
採
用
し
た
と
い
う
た
ぐ
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一
二

い
の
こ
と
で
す
。
異
文
と
い
う
の
は
、
わ
た
く
し
が
手
に
し
た
活
字
本
（
日
本
随
筆
大

成
・
別
巻
『
翁
草
』）
と
食
い
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
じ
つ
は
こ
の
著
述
に 

は
、
作
者
の
自
筆
原
稿
は
む
ろ
ん
、
定
稿
と
な
る
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
研

究
す
る
べ
き
テ
ー
マ
な
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
手
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
食
い
違
い
の
真
相
に
つ
い
て
、
詳
し
い
判
断
が
で
き
な
い
の
で
す
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
蕪
村
は
、
こ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
補
記
を
書
い
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　
『
翁
草
』
を
参
考
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
の
は
、
蕪
村
と
杜
口
の
距
離
の

近
さ
に
も
あ
り
ま
す
。
杜
口
は
、
京
都
の
町
奉
行
で
与
力
を
務
め
る
役
人
だ
っ
た
の
で

す
が
、
四
十
を
す
ぎ
て
す
っ
ぱ
り
や
め
て
、
以
後
は
隠
居
生
活
を
し
な
が
ら
、
著
述
に

明
け
暮
れ
た
人
物
で
す
。
そ
の
主
著
が
、『
翁
草
』
な
の
で
す
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
俳

諧
に
も
熱
心
で
、
蕪
村
と
連
句
を
巻
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
手
紙
の
や
り
と
り
な

ど
も
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
蕪
村
の
す
ぐ
身
近
に
い
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
具
体
的
な
状
況
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
本
な
り
、
杜
口
自
身
な
り
が
、
蕪
村

の
情
報
源
で
あ
っ
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

逸
翁
本
「
奥
の
細
道
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
壺
碑
図
の
脇
に
、「
石
高
六
尺
五
分　

幅

三
尺
四
寸
」
と
寸
法
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
『
翁
草
』
と
完
全
に
合

致
し
ま
す
。
こ
う
い
う
点
を
み
て
も
、
蕪
村
が
杜
口
の
記
述
と
無
関
係
だ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。

　

こ
の
時
代
に
な
る
と
、「
壺
碑
」
に
関
す
る
本
も
あ
れ
ば
、拓
本
も
具
わ
っ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
蕪
村
は
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
石
碑
の
綿
密
な
考
証
を
や
る
と
は
、
と

て
も
お
も
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
手
ご
ろ
な
参
考
書
な
り
、
身
近
な
知
り
合
い
の
教

え
が
あ
れ
ば
十
分
で
し
ょ
う
。

　

わ
た
く
し
た
ち
も
、
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
や
め
に
し
て
、
蕪
村
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

施
し
て
く
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
味
わ
っ
て
い
く
の
が
、
最
良
の
愉
し
み
方
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
蕪
村
の
絵
巻
を
通
じ
て
、芭
蕉
の
こ
こ
ろ
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、

こ
の
う
え
も
な
い
こ
と
で
す
。

（
注
）

　

拙
稿
「
蕪
村
の
「
奥
の
細
道
」
―
〈
壺
碑
〉
の
え
が
き
方
」（『
関
西
大
学
国
文
学
』
89
号
、「
離

情
の
な
み
だ
―
蕪
村
の
〈
奥
の
細
道
〉」（『
紫
薇
』
25
号
）、「〈
奥
の
細
道
画
巻
〉
の
創
出
―
画
室

の
な
か
の
蕪
村
」（
学
燈
社
『
国
文
学
』
二
〇
〇
七
年
四
月
号
）
な
ど
。

 

（
ふ
じ
た　

し
ん
い
ち　

文
学
部
教
授
）


