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一　

遥え
う
え
う遥
の
お
も
ひ

　
　

酒
田
の
余な

ご
り波
日
を
重か
さ
ねて
、
北ほ
く
ろ
く陸
道だ
う

の
雲
に
望の
ぞ
む。
遥え
う
え
う々

の
お
も
ひ
胸

を
い
た
ま
し
め
て
、
加
賀
の
府
ま
で
百
三
十
里
と
聞き

く

。

　

酒
田
で
の
静
か
で
内
省
的
な
七
日
間
に
、
芭
蕉
は
こ
れ
ま
で
の
旅
の

総
括
を
し
、
新
た
な
気
持
ち
で
北
陸
道
に
臨
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
ん
な
心
の
響
き
が
こ
の
一
節
に
凝
縮
し
て
い
る
よ
う
に
読

め
る
。

　

元
禄
二
年
の
は
じ
め
に
、
芭
蕉
は
弟
子
達
へ
の
書
簡
で
こ
の
旅
の
目

的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　

又
能の
う
い
ん因
法
師
・
西
さ
い
ぎ
ょ
う行
上し
ょ
う
に
ん
人
の
き
び
す
の
痛い
た
さも
お
も
ひ
知し
ら

ン
と
、

松
嶋
の
月
の
朧お

ぼ
ろな
る
う
ち
、
塩
竈
の
桜
ち
ら
ぬ
先
に
と
、
そ
ゞ
ろ

に
忙
し
く
候
。（
惣
七
郎
・
宗
無
宛　

元
禄
二
年
二
月
）

　

芭
蕉
を
『
お
く
の
ほ
そ
道
』（
以
下
『
ほ
そ
道
』）
の
旅
に
駆
り
立
て

た
も
の
は
、
陸
奥
の
歌
枕
を
巡
り
、
能
因
、
西
行
の
踵
を
辿
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
古
人
の
詩
魂
に
触
れ
つ
つ
新
た
な
詩
の
創
造
に
挑

む
こ
と
で
あ
っ
た
。
出
発
か
ら
約
三
カ
月
、
芭
蕉
は
、
白
河
、
塩
竈
、

松
島
、
平
泉
、
そ
し
て
つ
い
に
象
潟
に
辿
り
つ
い
た
。
象
潟
は
松
嶋
と

と
も
に
、
こ
の
旅
の
最
大
の
目
当
て
で
あ
っ
た
。「
松
島
は
笑
ふ
が
ご

と
く
、
象
潟
は
憾
む
が
ご
と
し
。」
陸
奥
の
歌
枕
を
巡
る
旅
が
ピ
ー
ク

ア
ウ
ト
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
直
後
、
芭
蕉
は
酒
田
の
伊
東
玄
順
邸
に
身
を
置
き
な
が
ら
酒
田

の
街
の
喧
噪
か
ら
身
を
遠
ざ
け
、
陸
奥
の
歌
枕
を
巡
る
旅
の
目
的
が
十

分
に
果
た
さ
れ
た
こ
と
を
思
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

旅
の
目
的
が
ひ
と
ま
ず
達
せ
ら
れ
た
満
足
感
と
同
時
に
、
芭
蕉
は
ま

た
旅
と
い
う
も
の
の
不
思
議
さ
を
思
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
旅

に
は
思
い
が
け
な
い
出
会
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
度
の
旅
で
の
、

最
も
大
き
な
出
会
い
は
山
河
日
月
、
天
地
天
空
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
が
、
時
に
音
と
な
り
、
動
き
と
な
り
、
光
と
な
っ
て
、
眼
前
に

立
ち
現
わ
れ
、
芭
蕉
は
そ
れ
ら
を
全
身
で
感
受
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

閑し
づ
かさ
や
岩
に
し
み
入い
る

蟬せ
み

の
声

　
　

五さ
み
だ
れ

月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川

髙
　
野
　
公
　
一
　

天
空
の
越
後
路　
・・・・・
芭
蕉
は
「
荒
海
」
を
見
た
か
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雲
の
峰
幾
つ
崩く
づ
れて
月
の
山

　
「
月
の
山
」
の
句
は
月
山
登
山
の
時
の
吟
で
あ
る
。『
ほ
そ
道
』
で
は

そ
の
時
の
こ
と
を
「
日
月
行
道
の
雲
関
に
入
か
と
あ
や
し
ま
れ
・
・
・
・

日
没
て
月
顕
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
ほ
そ
道
』
冒
頭
の
「
月

日
は
百
代
の
過
客
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、こ
の
時
に
初
め
て
芭
蕉
は
、

李
白
の
「
春
夜
桃
李
園
ニ
宴
ス
ル
ノ
序
」
の
詩
の
時
間
論
と
天
地
観
を

全
た
き
姿
で
把
握
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。（
注
１
）

　

酒
田
の
静
か
な
日
々
の
中
で
、
芭
蕉
は
こ
の
旅
の
も
た
ら
し
た
も
の

が
、
天
地
そ
の
も
の
と
の
生
々
し
い
邂
逅
で
あ
り
、
自
身
の
天
地
観
の

深
化
で
あ
り
、
新
た
な
俳
諧
の
出
発
へ
の
確
信
で
も
あ
る
こ
と
を
改
め

て
思
い
定
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
「
遥
々
の
お
も
ひ
胸
を
い
た
ま
し
め
て
」
は
、
帰
り
道
の
長
さ
を
思

う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

二　
『
曾
良
日
記
』
の
旅

　

陰
暦
六
月
二
十
五
日
、
酒
田
を
発
っ
た
芭
蕉
と
曾
良
は
日
本
海
沿
い

の
浜
街
道
を
大
山
、
三
瀬
、
温
海
と
南
下
、
温
海
で
は
二
人
は
別
行
動

を
し
、
芭
蕉
は
鼠
ヶ
関
に
足
を
運
び
、
そ
の
日
、
二
人
は
中
村
に
宿
泊
、

翌
日
は
葡
萄
峠
を
越
え
て
村
上
に
到
着
す
る
。

　

村
上
で
二
泊
し
て
、
新
潟
、
弥
彦
、
寺
泊
を
経
て
、
出
雲
崎
に
到
着

す
る
。
酒
田
を
発
っ
て
か
ら
八
日
後
の
七
月
四
日
で
あ
っ
た
。

　

翌
日
、
柏
崎
で
は
宿
の
こ
と
で
不
快
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
再
三
止
め

ら
れ
る
の
を
振
り
切
っ
て
雨
の
中
を
鉢
崎
ま
で
十
六
キ
ロ
も
歩
き
続
け

る
。
芭
蕉
は
ひ
ど
く
腹
を
立
て
た
。

　

翌
日
の
直
江
津
（
今
市
）
で
も
行
き
違
い
が
あ
っ
た
。
宿
泊
予
定
の

聴
信
寺
は
紹
介
状
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
忌
中
ノ
由
ニ
テ
強
テ
不
レ

止
」。
結
局
は
古
川
と
い
う
人
の
と
こ
ろ
に
泊
る
の
だ
が
、
行
き
違
い

や
思
い
違
い
が
交
叉
し
て
、
芭
蕉
は
こ
こ
で
も
い
た
く
腹
を
立
て
る
。

し
か
し
、
こ
の
夜
の
句
座
で
「
文
月
や
」
の
句
が
披
露
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
は
高
田
、
能
生
、
糸
魚
川
を
経
て
市
振
に
到
着
す
る
。

　
　
　

三　

	［
ほ
そ
道
］
の
沈
黙

　

越
後
路
の
実
際
の
旅
の
様
子
は
『
曾
良
旅
日
記
』
で
ざ
っ
と
見
て
き

た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、『
ほ
そ
道
』
に
は
、
そ
れ
ら
が
書
き
留

め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　

鼠
の
関
を
こ
ゆ
れ
ば
、
越
後
の
地
に
歩あ
ゆ
み行
を
改
て
、
越
中
の
国
一

ぶ
り
の
関
に
到
る
。
此こ

の
か
ん間
九こ
こ
の
か日
、
暑し
ょ
し
つ湿
の
労
に
神し
ん

を
な
や
ま
し
、

病や
ま
ひお
こ
り
て
事
を
し
る
さ
ず
。

　
　
　
　

文ふ
み
づ
き月
や
六む
い
か日
も
常
の
夜
に
は
似
ず

　
　
　
　

荒あ
ら
う
み海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
あ
ま
の

河が
は

　

越
後
に
は
た
い
し
た
歌
枕
も
景
勝
地
も
な
い
、
そ
れ
ら
を
書
き
つ
ら

ね
て
、
こ
の
紀
行
文
が
長
々
し
く
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
芭
蕉
は

思
い
切
っ
た
省
略
を
し
た
。
安
永
年
間
の
古
註
以
来
、
そ
れ
が
越
後
路

の
不
記
載
の
伝
統
的
な
解
釈
に
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。（
注
２
）

　

し
か
し
、
越
後
路
の
完
全
省
略
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
な
の
だ
ろ
う
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か
。
芭
蕉
の
胸
に
も
っ
と
積
極
的
意
匠
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
思
わ
せ
る
徹
底
し
た
沈
黙
で
あ
り
、
ま
た
何
の
前
書
き
後

書
き
も
な
く
、
唐
突
に
置
か
れ
た
「
文
月
や
」「
荒
海
や
」
の
二
句
の

立
ち
姿
に
何
や
ら
胸
騒
ぎ
が
す
る
。

　
　
　

四　

断
章
の
絵
巻

　
『
ほ
そ
道
』
の
草
稿
に
は
越
後
の
記
事
が
多
く
書
か
れ
て
い
た
。
そ

れ
が
朱
と
墨
で
抹
殺
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
草
稿
を
見
た
人
が
い
た
。
江

戸
末
期
の
証
言
で
あ
る
。
今
で
は
実
証
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

　
　
「
幕
末
頃
に
、
越
後
路
の
事
も
多
く
記
し
、
そ
れ
を
朱
や
墨
で
十

字
に
消
し
て
あ
っ
た
『
細
道
』
の
芭
蕉
自
筆
本
が
、
曾
良
の
『
腰

帳
』
と
共
に
信
州
か
ら
売
り
出
て
、
松
平
志
摩
守
が
買
い
上
げ
た

と
い
う
記
録
が
あ
り
・（
中
略
）・
・
」（
注
３
）

　　

江
戸
中
期
の
芭
蕉
研
究
家
で
あ
る
蓑
笠
庵
梨
一
の
『
奥
の
細
道
管
菰

抄
』
に
幕
末
の
俳
人
、
本
間
契
史
が
様
々
な
注
解
を
蔵
書
に
書
き
込
ん

で
あ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。そ
こ
に
右
の
記
載
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、『
ほ
そ
道
』
の
完
成
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど
ん
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
旅
を
終
え
て
後
、
四
、五
年
も
か
け
て
完
成
し
た
こ

の
小
冊
子
は
、
あ
る
日
、
冒
頭
か
ら
一
気
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で

な
い
こ
と
は
完
成
さ
れ
た
姿
か
ら
も
想
像
出
来
る
。

　

現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
芭
蕉
の
散
文
に
俳
文
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
発
句
の
前
書
き
程
度
の
も
の
か
ら
本
格
的
な
文
章
に
発
句
が

そ
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
有
名
な
「
幻
住
庵
記
」
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
の
中
で『
ほ
そ
道
』の
旅
の
文
章
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。（
注
４
）

　
　
　

　
　

奥
の
田
植
歌　
　

文
字
摺
石　
　

松
嶋
前
書　
　

法
の
月

　
　

銀
河
の
序　
　
　

温
泉
ノ
頌　
　

敦
賀
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
れ
ら
の
文
章
の
多
く
は
細
道
の
旅
の
中
で
書
き
記
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。（
注
５
）
又
、
旅
の
直
後
の
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
一
枚
一
枚
の
断
章
を
折
り
綴
る
よ
う
に
、
懐
紙
を
重
ね

合
わ
せ
て
、一
巻
の
物
語
が
次
第
に
出
来
上
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
ほ
そ
道
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
対
称
性
や
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な

断
章
の
組
み
合
わ
せ
で
生
ま
れ
出
た
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
原
則
は

旅
の
行
程
に
沿
い
な
が
ら
も
、
虚
実
を
織
り
込
ん
だ
、
俳
諧
師
の
感
性

に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
、
絵
巻
物
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

あ
る
断
章
は
す
っ
か
り
書
き
直
さ
れ
て
『
ほ
そ
道
』
に
残
る
。
あ
る

断
章
は
繰
り
返
し
手
を
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、『
ほ
そ
道
』

か
ら
除
か
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　
　
　

五　

越
後
路
の
俳
文

　
『
ほ
そ
道
』
の
草
稿
に
は
「
越
後
の
事
も
多
く
記
し
」
て
あ
っ
た
と

す
る
幕
末
の
証
言
、
そ
の
事
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
と
し
て
、
そ
こ
に

は
は
た
し
て
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
想
像
し

て
み
る
。
手
掛
か
り
は
や
は
り
残
さ
れ
た
俳
文
だ
が
、
そ
の
数
は
少
な

い
。　

後
で
詳
し
く
見
る
「
銀
河
ノ
序
」
を
除
く
と
次
の
三
篇
で
、
一

つ
は
存
疑
の
碑
文
で
あ
る
。（
注
６
）　
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㈠　
「
文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず
」
の
詞
書　

今
市

　

㈡　
「
薬
蘭
に
い
づ
れ
の
花
を
く
さ
枕
」
の
詞
書　

高
田

　

㈢　
「
汐
越
し
の
鐘
」
句
文
（
存
疑
）　

能
生

　　

こ
こ
に
あ
げ
た
俳
文
は
ど
れ
も
、
そ
れ
自
体
は
『
ほ
そ
道
』
本
文
に

あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
㈠
は
「
文
月
」
の
句
の
導
入
と
し
て
邪
魔

に
な
ら
な
い
。
㈡
の
薬
蘭
は
、
本
文
の
「
病
お
こ
り
て
」
を
具
体
的
に

敷
衍
す
る
こ
と
に
役
だ
ち
、
㈢
の
汐
路
の
鐘
の
話
も
珍
し
い
旅
の
話
で

あ
る
。
他
に
も
幾
つ
も
の
断
章
が
書
か
れ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
芭
蕉
が
越
後
路
に
お
い
て
書
き
記
し
た
も
の
の
中
で
最
も
執
着
し

た
断
章
は
「
銀
河
ノ
序
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
旅
の
途
上
で
書
か
れ
、
旅

が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
幾
度
も
書
き
直
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
越
後
路
の
断
章
の
ど
れ
も
『
ほ
そ
道
』
最
終
稿
に
残
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
幕
末
の
証
言
に
あ
る
、
朱
墨
で
抹
殺
さ
れ
た
「
多
く

の
」
記
事
は
こ
れ
ら
全
て
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、「
銀
河
ノ
序
」

だ
け
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

越
後
路
に
は
、
見
る
べ
き
歌
枕
も
景
勝
地
も
な
く
、
そ
れ
故
、
越
後

路
の
記
事
が
残
ら
な
か
っ
た
と
簡
単
に
片
づ
け
て
は
核
心
を
見
落
と
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、「
銀
河
ノ
序
」

は
、『
ほ
そ
道
』
本
文
へ
の
挿
入
の
可
否
は
芭
蕉
が
最
後
ま
で
迷
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　　
　
　

六　

銀
河
ノ
序

　
「
銀
河
ノ
序
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
最
終

稿
と
目
さ
れ
る
も
の
が
『
風
俗
文
選
』
他
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
蕉
門

俳
人
二
十
七
人
他
の
文
章
百
十
五
編
他
を
収
め
た
、
こ
の
撰
集
は
、
芭

蕉
が
没
し
た
十
二
年
の
後
に
、
弟
子
許
六
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
「
銀
河
ノ
序
」
に
は
初
稿
に
近
い
も
の
と
、
そ
れ
以
降
の
推
敲

の
あ
と
が
辿
れ
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。（
注
７
）

　

初
稿
に
近
い
も
の
は
、
平
易
な
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

　
　

　
　

ゑ
ち
ご
の
国
出
雲
崎
と
い
ふ
処
よ
り
、
佐
渡
が
し
ま
は
海
上
十
八

里
と
か
や
。
谷
嶺
の
嶮
岨
く
ま
な
く
、
東
西
三
十
余
里
、
波
上
に

よ
こ
を
れ
ふ
せ
て
、
ま
だ
初
秋
の
薄
霧
立
ち
も
あ
へ
ず
、
さ
す
が

に
波
も
た
か
ゝ
ら
ざ
れ
ば
、
た
ゞ
手
の
と
ゞ
く
計
に
な
む
見
わ
た

さ
る
。

　
　
　

・
・
・
・
中
略
・
・
・
・
・

　
　
　
　
　

あ
ら
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
稿
で
は
出
雲
崎
で
実
際
に
目
に
し
た
情
景
の
描
写
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
が
、
稿
が
改
ま
る
た
び
に
、
よ
り
文
学
的
な
修
辞
へ
変
貌

し
て
行
く
。
発
句
「
荒
海
や
」
の
世
界
に
地
の
文
章
が
近
づ
き
、
句
に

共
鳴
す
る
よ
う
な
俳
文
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

最
終
稿
の
佐
渡
ヶ
島
の
と
こ
ろ
を
読
ん
で
み
る
。

　
　
　

・
・
・
・
前
半
略
・
・
・
・

　
　

嶋
は
こ
が
ね
お
ほ
く
出
て
、
あ
ま
ね
く
世
の
寶
と
な
れ
ば
、
限
り

な
き
目
出
度
嶋
に
て
侍
る
を
、
大
罪
朝
敵
の
た
ぐ
ひ
、
遠
流
せ
ら

る
ヽ
に
よ
り
て
、
た
ゞ
お
そ
ろ
し
き
名
の
聞
え
あ
る
も
、
本
意
な

き
事
に
お
も
ひ
て
、
窓
押
し
開
き
て
暫
時
の
旅
愁
を
い
た
は
ら
む
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と
す
る
ほ
ど
、
日
既
に
海
に
沈
で
、
月
ほ
の
く
ら
く
、
銀
河
半
天

に
か
ヽ
り
て
、
星
き
ら
〳
〵
と
冴
た
る
に
、
沖
の
か
た
よ
り
、
波

の
音
し
ば
〳
〵
は
こ
び
て
、
た
ま
し
ゐ
け
づ
る
が
ご
と
く
・・・・・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
文
章
は
『
ほ
そ
道
』
に
一
章
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
も
何
ら
遜

色
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。こ
れ
を
、現
在
の「
文
月
や
」「
荒
海
や
」

の
二
句
二
行
の
代
わ
り
に
、
そ
の
場
に
挿
入
す
る
構
成
は
十
分
に
あ
り

得
た
こ
と
で
あ
る
。

　

芭
蕉
は
こ
の
展
開
を
考
え
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
最
終
稿
の
文
章

が
美
文
に
流
れ
、
象
潟
の
文
章
と
競
い
合
う
よ
う
に
屹
立
し
す
ぎ
る
な

ら
、初
稿
に
近
い
文
の
よ
う
に
素
朴
な
も
の
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
芭
蕉
は
最
終
的
に
、「
銀
河
ノ
序
」
と
と
も
に
越
後
の
道
中

の
一
切
を
切
り
す
て
る
決
断
を
し
た
。「
朱
墨
で
抹
殺
」
し
た
の
で
あ

る
。

　
　
　

七　

自
筆
本
の
謎

　

一
九
九
六
年
十
一
月
、
芭
蕉
自
筆
本
の
『
奥
の
細
道
』
が
「
発
見
」

さ
れ
た
。
中
尾
本
の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
「
自
筆
本
」
一
万
六
四
一
字

の
総
点
検
を
し
た
上
野
洋
三
氏
は
、「
文
月
や
」「
荒
海
や
」
の
句
か
ら

市
振
の
記
述
に
及
ぶ
部
分
（
第
二
十
四
丁
）
を
記
す
懐
紙
は
、
差
し
替

え
ら
れ
た
か
、
後
か
ら
新
た
に
差
し
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高

い
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
「
差
し
替
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、

こ
の
丁
の
文
章
・
句
の
全
体
が
、
ま
っ
た
く
新
し
く
書
き
加
え
ら
れ
て
、

最
後
の
段
階
で
こ
の
位
置
に
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推

論
す
る
。

　

芭
蕉
手
作
り
の
自
筆
本
の
現
物
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
、「
文
月
や
」

「
荒
海
や
」
と
そ
れ
以
降
の
文
章
が
、
そ
の
扱
い
、
文
字
列
の
並
び
具

合
、
文
字
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
懐
紙
を
捨
て
去

り
、
新
た
に
こ
の
丁
を
挿
入
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
断
定
の
根
拠
は
具

体
的
で
説
得
力
が
あ
る
。（
注
８
）

　

ほ
ぼ
整
っ
た
『
ほ
そ
道
』
懐
紙
の
束
か
ら
、
一
つ
の
懐
紙
が
捨
て
去

ら
れ
、
新
し
く
書
か
れ
た
懐
紙
が
加
え
ら
れ
た
。
取
り
除
か
れ
た
懐
紙

に
は
、「
銀
河
ノ
序
」
か
、
そ
れ
を
も
含
む
越
後
路
の
「
多
く
」
が
書

か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　　
　
　

八　

暗
闇

　

多
く
の
越
後
路
の
記
載
が
朱
墨
で
抹
殺
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
自
筆
原
稿

が
あ
っ
た
と
い
う
古
い
証
言
。
ま
た
、
自
筆
本
二
十
四
丁
の
現
物
の
姿

か
ら
、「
文
月
や
」「
荒
海
や
」
と
そ
の
後
に
続
く
市
振
の
記
事
が
新
た
に

差
し
込
ま
れ
た
ら
し
い
と
い
う
見
解
。
そ
れ
ら
は
今
や
証
明
出
来
る
こ

と
で
は
な
い
し
、証
明
し
よ
う
と
す
る
事
が
こ
の
論
の
目
的
で
も
な
い
。

た
だ
芭
蕉
が
断
行
し
た
思
い
切
っ
た
越
後
路
の
旅
の
省
略
の
周
辺
に
目

を
注
ぎ
、
そ
の
真
意
を
理
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
越
後
路
の
芭
蕉

と
そ
の
作
品
二
句
を
よ
り
深
く
鑑
賞
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
証
か
ら
、
少
な
く
と
も
、『
ほ
そ
道
』
制
作
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
、
芭
蕉
は
越
後
路
の
何
ら
か
の
断
章
を
書
き
な
が
ら
、
つ

い
に
は
そ
れ
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
事
実
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
越
後
に
は
た
い
し
た
歌
枕
も
景
勝

地
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
書
き
つ
ら
ね
て
、
紀
行
文
が
長
々
し
く
な
る
こ

と
を
恐
れ
た
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
こ
の
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省
略
に
そ
れ
以
上
の
芭
蕉
の
意
匠
を
見
よ
う
と
す
る
見
解
が
出
て
き
て

い
る
。
越
後
路
は
、
重
要
な
象
潟
と
市
振
の
断
章
の
間
に
位
置
す
る
た

め
、
バ
ラ
ン
ス
上
簡
略
に
し
た
と
い
っ
た
見
解
な
ど
で
あ
る
。
更
に
、

象
潟
か
ら
市
振
と
い
う
恋
の
場
面
を
七
夕
の
恋
の
連
関
で
結
び
つ
け
る

た
め
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
何
れ
も
、
越
後
路
の
記
載
の
省
略

は
、
そ
れ
自
身
が
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
断
固
と
し
て
徹
底
的
な
「
省
略
」
に
は
、
越
後
路
そ

の
も
の
の
本
情
に
起
因
す
る
積
極
的
な
意
匠
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　

消
去
し
、
省
略
を
し
、
そ
こ
に
は
何
も
残
さ
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
芭
蕉
は
思
い
切
っ

た
全
的
な
消
去
・
省
略
に
よ
っ
て
大
き
な
「
無
」、
或
は
、
全
き
「
闇
」

を
そ
こ
に
生
み
出
し
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
身
の
回
り
で
起
こ
っ

て
い
る
日
々
の
一
切
合
切
を
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
生
ま
れ
た
暗

闇
で
あ
る
。
旅
に
あ
る
自
分
の
身
辺
雑
事
の
み
な
ら
ず
、人
界
に
起
こ
っ

た
す
べ
て
を
無
と
し
た
後
の
沈
黙
で
あ
る
。
そ
れ
は
、つ
ま
る
と
こ
ろ
、

越
後
路
の
空
間
と
時
間
の
現
実
の
全
て
を
ぬ
ぐ
い
去
っ
て
大
き
な
暗
闇

と
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
暗
闇
の
真
っ

た
だ
中
に

　
　

文ふ
み
づ
き月
や
六む
い
か日
も
常
の
夜
に
は
似
ず

　
　

荒あ
ら
う
み海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
あ
ま
の
が
は河

の
二
句
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
瞬
間
、
そ
の
暗
闇
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
夜
と
な
り
、
夜
空
と
な
り
、

天
空
と
な
り
、
宇
宙
と
な
っ
た
。
こ
の
沈
黙
の
宇
宙
に
、
二
つ
の
句
の

下
で
、
星
の
恋
が
灯
り
、
人
間
の
孤
愁
と
あ
く
が
れ
が
立
ち
上
り
、
海

が
躍
動
し
咆
哮
し
、
銀
河
が
生
ま
れ
輝
き
、
そ
れ
ら
一
切
が
交
響
す
る
、

そ
の
絢
爛
の
座
と
し
て
の
暗
闇
の
創
造
こ
そ
、
激
し
く
徹
底
し
た
省
略

の
意
匠
で
あ
っ
た
。
省
略
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
、
こ
の
暗
黒
に
屹

立
す
る
、
こ
の
二
句
の
美
し
さ
は
、
そ
の
暗
黒
故
に
愈
々
光
輝
を
増
す

の
で
あ
る
。

　

暗
闇
、そ
れ
は
「
光
」
を
生
む
「
闇
」
で
あ
り
、「
音
」
を
生
む
「
黙
」

で
あ
り
、「
有
」
を
生
む
「
無
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
の
総
体
と

し
て
の
暗
闇
が
、
徹
底
し
た
省
略
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
が
生
起
し
帰
結
す
る
悠
久
。
そ
の
無
限
と
沈
黙
。
こ
れ
は
芭
蕉

が
す
で
に
出
羽
三
山
で
見
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

雲
の
峰
幾
つ
崩く
づ
れて
月
の
山

　

こ
の
句
に
は
悠
久
を
見
つ
め
る
眼
差
し
が
あ
る
。

　
「
日
月
行
道
の
雲
関
」「
日
没
て
月
顕
る
」（
注
９
）
の
天
体
宇
宙
世
界

の
姿
を
凝
視
し
た
者
の
胸
に
迫
る
時
の
流
れ
が
感
受
さ
れ
て
い
る
。
幾

つ
も
雲
の
峰
が
湧
き
、
崩
れ
、
そ
し
て
変
わ
ら
ぬ
月
山
が
あ
る
。
そ
の

月
山
も
雲
に
隠
れ
、
雲
が
崩
れ
て
そ
の
姿
を
顕
し
、
時
に
は
月
光
を
浴

び
、
文
字
通
り
月
の
山
と
な
り
、
刻
々
見
た
目
の
姿
を
変
え
る
。
雲
の

姿
は
変
わ
り
、
月
山
の
眺
望
も
変
化
す
る
。
し
か
し
、
月
山
は
そ
こ
に

あ
り
続
け
、
雲
が
湧
き
、
崩
れ
る
、
そ
の
営
み
は
太
初
か
ら
続
き
、
い

つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
。「
天
地
者ハ

万
物
之ノ

逆
旅
」「
光
陰
者ハ

百
代
之ノ

過

客
」
が
一
つ
の
詩
的
映
像
と
な
っ
て
、
言
い
と
め
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
っ

た
。
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荒あ
ら
う
み海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
あ
ま
の

河が
は

　

こ
こ
で
も
同
じ
視
線
と
詩
興
が
あ
る
。
暗
闇
の
中
に
海
が
咆
哮
し
、

暗
闇
の
中
に
銀
河
が
光
る
。
雲
の
峰
が
崩
れ
る
よ
う
に
、
荒
海
が
う
ね

り
叫
び
、
月
の
山
の
如
く
銀
河
が
横
た
わ
る
。
動
く
も
の
は
動
き
、
変

化
す
る
も
の
は
変
化
し
つ
つ
、
一
切
が
悠
久
の
時
の
中
に
存
在
す
る
。

そ
の
様
相
の
把
握
の
共
通
性
は
「
雲
の
峰
」
と
「
荒
海
」、
そ
し
て
、「
月

の
山
」
と
「
天
河
」
の
対
応
、
更
に
は
、「
い
く
つ
崩
れ
て
」「
佐
渡
に

よ
こ
た
ふ
」
の
対
照
性
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
は
月
山
で
見

た
も
の
を
、
日
本
海
で
も
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

月
山
登
山
で
は
「
雲
霧
山
気
の
中
に
、
氷
雪
を
踏
で
」、
越
後
路
で

は
「
暑
湿
の
労
に
神
を
な
や
ま
し
」、
何
れ
も
肉
体
の
極
限
の
中
で
、

天
地
の
悠
久
な
営
み
に
目
を
見
張
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
最
も
効
果
的
に
提
示
す
る
為
に
、
旅
路
の
詳
細
を
一
切

「
省
略
」し
、
そ
こ
に
大
き
な
暗
闇
を
天
空
の
ご
と
く
置
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

九　

芭
蕉
の
山
河　

　
「
荒
海
や
」
の
句
は
、
そ
の
作
ら
れ
た
日
と
場
所
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト

で
確
定
し
よ
う
と
努
力
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、
様
々
な
矛
盾
が
あ
っ
て

確
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
。（
注
10
）

　

現
在
で
は
大
方
の
見
方
は
「
海
岸
線
を
辿
っ
た
長
途
の
旅
中
、
北
の

海
の
日
々
の
印
象
が
漸
次
醸
成
さ
れ
て
こ
の
句
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

叙
景
句
ら
し
い
表
面
の
句
姿
に
拘
ら
ず
、
本
質
的
に
は
心
象
風
景
を
展

開
し
た
句
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
あ
た
り
の
理
解
が
最
も
妥
当

な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
。（
注
11
）

　
「
荒
海
や
」
の
句
に
つ
い
て
、
自
ら
の
現
場
感
覚
を
踏
ま
え
て
、
加

藤
楸
邨
は
、
そ
の
著
『
芭
蕉
の
山
河
』
で
、
こ
の
一
句
は
「
実
景
が
土

台
と
な
っ
て
」「
象
潟
以
来
の
日
本
海
岸
の
印
象
が
重
な
り
」「
人
々
の

暗
い
悲
惨
な
歴
史
」「
七
夕
の
思
い
」
が
働
く
「
構
成
さ
れ
た
幻
の
景
」

で
あ
る
と
い
う
断
定
の
し
か
た
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が

「
芭
蕉
の
山
河
」で
あ
る
と
云
う
。
ち
な
み
に「
芭
蕉
の
山
河
」と
は「
裸

の
自
然
と
い
う
の
で
は
な
く
、
芭
蕉
と
い
う
人
間
に
浸
透
さ
れ
た
自
然

だ
」
と
語
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。（
注
12
）

　

越
後
路
の
時
間
と
空
間
の
中
で
、
芭
蕉
と
い
う
人
間
に
浸
透
し
た
、

天
然
自
然
が
こ
の
一
句
に
結
実
し
た
と
い
う
把
握
は
十
分
な
説
得
力
を

持
つ
。

　

ま
た
、
楸
邨
は
「
芭
蕉
の
山
河
」「
芭
蕉
的
山
河
」
に
は
「
そ
れ
を

つ
ら
ぬ
く
一
本
の
太
い
心
（
し
ん
）
と
し
て
造
化
の
流
れ
」
を
指
摘
す

る
。「
造
化
の
流
れ
」
と
は
悠
久
の
宇
宙
天
地
と
、
そ
こ
を
貫
く
久
遠

の
時
間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
楸
邨
は
た
と
え
ば
、
立
石
寺

の
蟬
の
声
の
静
寂
に
そ
れ
を
見
て
い
る
。
私
自
身
は
、
先
に
あ
げ
た
月

山
で
の
吟
「
雲
の
峰
幾
つ
崩
て
月
の
山
」
の
中
に
、
又
「
文
月
や
」「
荒

海
や
」
の
句
に
、
そ
れ
を
感
受
す
る
。

　　
　
　

十　

天
空
の
旅
路

　

越
後
路
の
旅
は
北
国
街
道
を
辿
る
旅
で
あ
っ
た
。
こ
の
街
道
は
、
場

所
に
よ
っ
て
は
特
に
浜
街
道
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
概
ね
海
岸
線
に

沿
っ
て
走
っ
て
い
る
。
殊
に
、
新
潟
か
ら
出
雲
崎
を
経
て
直
江
津
に
至

る
道
の
り
は
、
弥
彦
山
で
わ
ず
か
に
内
陸
側
に
入
る
以
外
は
、
波
打
ち

際
を
行
く
道
が
続
く
。
寺
泊
あ
た
り
で
は
、
今
は
信
濃
川
の
分
流
の
大
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河
津
分
水
路
が
運
ぶ
土
砂
で
浜
が
広
が
り
、
そ
こ
に
家
並
み
が
出
来
、

街
道
は
山
側
に
後
退
し
て
し
ま
っ
た
が
、
芭
蕉
の
頃
の
道
は
、
渚
を
す

れ
す
れ
に
行
く
道
で
あ
っ
た
。
越
後
路
は
、
日
本
海
の
波
音
を
聞
き
、

日
本
海
の
風
や
日
照
り
雨
を
身
に
受
け
な
が
ら
進
む
旅
で
あ
っ
た
。

　

村
上
を
発
つ
日
に
月
が
変
わ
り
、
文
月
と
な
っ
た
。
芭
蕉
は
自
ら
の

旅
の
歩
み
が
文
月
に
入
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ

う
で
な
い
と
考
え
る
ほ
う
が
難
し
い
。
文
月
と
思
う
こ
と
は
天
空
を
思

う
こ
と
で
あ
る
。
二
日
の
夜
、
三
日
の
夜
は
、
晴
れ
た
の
で
星
空
が
見

え
た
に
違
い
な
い
。

　

芭
蕉
が
佐
渡
ヶ
島
の
全
貌
を
近
々
と
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
弥

彦
神
社
の
あ
る
弥
彦
山
か
ら
最
正
寺
、
そ
こ
か
ら
峠
を
降
り
て
寺
泊
の

村
落
に
至
る
行
程
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。『
曾
良
日
記
』
に
も
記
さ
れ
て

い
る
最
正
寺
の
、
そ
の
境
内
裏
か
ら
は
佐
渡
ヶ
島
が
指
呼
の
距
離
に

長
々
と
「
よ
こ
た
ふ
」
様
が
見
ら
れ
る
。
今
で
も
地
元
の
人
た
ち
は
こ

の
光
景
を
絶
景
と
し
て
称
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
峠
を
下
り
寺
泊
の

村
落
を
過
ぎ
て
出
雲
崎
へ
行
く
北
国
街
道
は
、
佐
渡
を
「
よ
こ
た
へ
」

た
海
辺
を
辿
る
道
で
あ
っ
た
。

　

出
雲
崎
で
は
「
夜
中
、
雨
強
降
」
と
曾
良
は
書
き
、
現
地
に
立
て
ら

れ
た
看
板
の
説
明
文
に
は
「
芭
蕉
は
こ
の
夜
海
辺
の
窓
を
押
し
開
け
て

大
宇
宙
を
観
じ
」「（
荒
海
や
）
の
名
吟
の
霊
感
を
得
た
」
と
解
説
し
て

い
る
。「
銀
河
ノ
序
」
を
踏
ま
え
て
は
い
る
が
、
実
証
性
の
な
い
も
の

だ
が
、
こ
の
想
像
は
許
さ
れ
る
範
囲
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
に
、「
出
雲
崎
」
と
い
う
地
名
は
「
雲
が
出
る
」
天
空
を
想
像

さ
せ
る
地
名
で
あ
る
。
芭
蕉
が
、「
銀
河
ノ
序
」
で
荒
海
と
銀
河
と
出

雲
崎
を
結
び
つ
け
た
理
由
の
一
つ
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

五
日
、
出
雲
崎
を
発
ち
、
鉢
埼
で
は
宿
の
こ
と
で
不
快
な
こ
と
が
あ

り
、
六
日
、
直
江
津
で
も
同
様
な
こ
と
が
あ
っ
た
。『
曾
良
日
記
』
を

読
ん
で
い
る
と
、
当
然
な
が
ら
、
こ
う
い
う
出
来
事
に
目
を
奪
わ
れ
が

ち
だ
が
、
芭
蕉
の
旅
の
大
半
は
海
辺
を
歩
く
時
間
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
出
雲
崎
か
ら
は
天
候
が
不
安
定
に
な
り
、
よ
く
雨
が

降
っ
た
。
七
日
が
近
づ
い
て
来
た
と
い
う
の
に
天
の
川
が
見
え
な
い
。

す
で
に
松
島
や
象
潟
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
持
た
な
い
単
調
な
行

程
。
折
々
の
不
快
な
気
分
。
そ
し
て
度
々
の
雨
。
正
に
、「
神
を
な
や

ま
し
」
た
行
程
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
、
天
空
へ
の
思
い
が
切
な
る
も
の
と
な
り
、
雨
が
身
に
沁
み

こ
む
よ
う
に
、
芭
蕉
の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

　

こ
う
い
う
越
後
路
の
行
程
の
中
で
、
こ
の
句
が
次
第
に
そ
の
姿
を
顕

し
て
来
た
と
す
れ
ば
、
結
果
的
に
越
後
路
は
「
荒
海
や
」
一
句
を
醸
成

す
る
旅
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
は
結
果
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
は
旅
の
数
年
後
の
『
ほ
そ

道
』
作
成
の
中
で
そ
の
こ
と
に
思
い
至
っ
た
に
違
い
な
い
。
旅
路
の
あ

れ
こ
れ
は
書
く
に
値
し
な
い
。「
銀
河
ノ
序
」
も
邪
魔
に
な
る
。
た
だ
、

夜
空
の
ご
と
き
暗
闇
、
無
だ
け
が
必
要
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
越
後
路

は
「
荒
海
や
」
の
一
句
を
得
る
時
間
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

芭
蕉
に
と
っ
て
も
驚
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
々
、
海
を
感
じ
、

雨
に
降
ら
れ
、
晴
天
の
日
は
、
佐
渡
の
島
影
を
望
み
、
夜
に
は
星
が
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
の
日
々
、
大
自
然
と
芭
蕉
の
心
を
隔
て
る
も
の
は
何
も

な
か
っ
た
。
そ
の
時
間
の
中
で
、「
神
を
な
や
ま
し
」
な
が
ら
、
悠
久

の
時
間
を
感
受
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
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芭
蕉
は
越
後
路
の
長
い
時
間
、
句
を
案
じ
続
け
た
。
句
を
案
ず
る
と

は
、
感
受
し
た
も
の
を
、
言
葉
で
、
言
葉
と
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
で
、

摑
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

感
受
し
つ
つ
も
見
え
な
い
も
の
を
、
形
象
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
句

を
案
ず
る
と
は
そ
う
い
う
感
受
か
ら
形
象
化
を
経
て
認
識
へ
進
む
行
為

に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
行
為
を
海
と
空
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
執
拗
に

続
け
た
の
が
越
後
路
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
成
っ
た
が
故
に
、
越
後
路
の
本
意
は
「
荒
海
や
」

一
句
に
収
斂
凝
縮
さ
れ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
故
に
、
越
後
路
の

見
聞
の
一
切
の
叙
述
は
不
要
と
な
り
、
む
し
ろ
邪
魔
に
な
っ
た
。
こ
の

句
以
外
に
必
要
な
も
の
は
何
も
な
い
。

　

海
を
背
景
に
天
空
を
感
じ
続
け
て
歩
い
た
越
後
路
と
い
う
旅
路
は
、

天
空
を
自
ら
の
存
在
に
沁
み
と
お
ら
せ
る
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

あ
た
か
も
天
空
を
行
く
旅
路
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
　
　

十
一　
「
文
月
や
」

　

七
夕
の
前
日
に
直
江
津
に
着
い
た
芭
蕉
は
聴
信
寺
で
「
忌
中
ノ
由
」

の
理
由
で
宿
を
断
ら
れ
、
ひ
ど
く
腹
を
た
て
た
が
、
結
局
は
追
い
か
け

て
き
た
古
川
市
左
衛
門
方
に
宿
を
と
っ
た
。
そ
の
夜
、
そ
こ
で
地
元
の

俳
人
が
集
ま
っ
て
き
て
俳
席
が
も
た
れ
、「
文
月
や
」
の
句
を
発
句
と

す
る
歌
仙
が
巻
か
れ
た
。

　

こ
の
句
は
七
夕
前
日
の
「
六
日
」
の
夜
空
の
様
相
を
詠
っ
て
い
る
が
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
芭
蕉
は
、
越
後
路
の
折
々
に
七
夕
の
事
を

思
い
つ
つ
日
を
重
ね
て
き
た
。「
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず
」
は
七
夕

前
日
の
空
の
様
子
だ
が
、
そ
の
日
に
至
る
ま
で
の
思
い
の
集
積
と
し
て

の
感
慨
で
も
あ
ろ
う
。
村
上
を
発
ち
、
出
雲
崎
を
経
て
直
江
津
に
入
る

時
間
を
、
星
の
こ
と
、
天
空
の
こ
と
に
し
き
り
に
思
い
が
行
っ
て
い
た
。

越
後
路
は
天
空
へ
の
思
い
が
色
濃
い
旅
路
で
あ
っ
た
。

　
　

文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず

　
「
荒
海
や
」
が
天
地
宇
宙
の
悠
久
の
相
を
つ
か
み
取
っ
た
一
句
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、「
文
月
や
」
は
人
間
の
天
空
へ
向
か
う
眼
差
し
と
思

い
を
、
そ
の
憧
れ
と
孤
愁
を
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
旅

人
芭
蕉
の
感
慨
の
昇
華
が
あ
る
。
自
ら
の
思
い
の
深
さ
が
人
間
存
在
へ

の
思
い
へ
と
広
が
り
、
深
化
し
て
ゆ
く
気
配
が
あ
る
。「
荒
海
や
」
で

天
地
宇
宙
の
相
を
顕
し
、「
文
月
や
」
で
は
自
ら
の
思
い
を
投
影
し
た

人
間
の
思
い
を
示
し
た
。

　

先
に
、
越
後
路
の
一
切
が
「
荒
海
や
」
の
一
句
に
完
結
し
て
い
る
と

言
っ
た
が
、「
文
月
や
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
天
地
に
存
在
す
る
人
間
の

思
い
を
添
え
る
こ
と
に
よ
り
、
い
よ
い
よ
そ
の
完
結
性
が
全
う
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　

十
二　

二
重
の
モ
チ
ー
フ

　
　
　
　
　

　

越
後
の
夏
の
海
は
お
お
か
た
穏
や
か
で
あ
る
。
殊
に
、
出
雲
崎
あ
た

り
の
海
岸
筋
は
特
に
波
の
お
だ
や
か
な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
故
に
古
来
船

泊
の
便
の
た
め
に
繁
栄
し
た
港
で
あ
っ
た
。

　

三
日
、
新
潟
を
発
ち
、
弥
彦
を
経
由
し
て
出
雲
崎
に
は
四
日
の
「
申

ノ
上
刻
」
に
到
着
す
る
ま
で
は
快
晴
だ
っ
た
。
そ
の
間
、
芭
蕉
は
、
お

だ
や
か
な
海
と
そ
こ
に
横
た
わ
る
佐
渡
ケ
島
を
存
分
に
目
に
し
た
に
違



23

三 校

い
な
い
。
初
稿
に
近
い
「
銀
河
ノ
序
」
に
は
「
ま
だ
初
秋
の
薄
霧
立
ち

も
あ
へ
ず
、
さ
す
が
に
波
も
た
か
ゝ
ら
ざ
れ
ば
、
た
ゞ
手
の
と
ゞ
く
計

に
な
む
見
わ
た
さ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
眼
前
の
海
が
お
だ
や
か
な
波
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

芭
蕉
は
そ
れ
を
「
荒
海
」
と
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
銀
河
ノ
序
」
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
首
五
の
発
想
は
、
出
雲
崎
と

切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
出
雲
崎
に
旅
の
身
を
置
き
、
そ
の
船
泊

か
ら
佐
渡
に
渡
っ
た
人
々
の
運
命
の
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
を
よ
せ
、
そ
の

慟
哭
を
身
に
引
き
寄
せ
た
こ
と
に
よ
る
「
荒
海
や
」
の
言
葉
の
誕
生
で

あ
っ
た
。
旅
の
現
実
で
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
荒
海
が
、「
芭
蕉
の
山
河
」

と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
本
健
吉
は
「
実
際
に
荒
れ
て
い

た
か
ど
う
か
に
は
係
り
な
く
、
佐
渡
ま
で
十
八
里
の
北
の
海
を
、
芭
蕉

が
「
荒
海
」
と
観
ず
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
書

い
て
い
る
。（
注
13
）
だ
か
ら
、
こ
の
句
は
佐
渡
ヶ
島
へ
の
思
い
が
句
の

中
心
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、「
銀
河
ノ
序
」
を
離
れ
、「
荒
海
や
」
の
句
だ
け
が
独
立
し

て
、『
ほ
そ
道
』
に
、「
文
月
や
」
の
句
の
後
に
置
か
れ
た
と
き
、「
荒

海
や
」
は
そ
の
主
題
が
天
地
宇
宙
の
悠
久
を
主
題
と
す
る
句
に
大
き
く

シ
フ
ト
し
変
貌
し
た
。
勿
論
、
佐
渡
ヶ
島
は
依
然
と
し
て
人
間
の
運
命

の
数
奇
へ
の
思
い
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
、
海
の
咆
哮

と
銀
河
の
輝
き
の
中
で
、
人
間
存
在
の
運
命
を
暗
示
す
る
遠
景
の
島
影

の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
特
に
、「
文
月
や
」
の
句
の
後
に
置
か
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
天
河
、
星
合
、
天
空
の
世
界
が
一
層
鮮
明
に
立
ち
現
わ

れ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
よ
う
に『
ほ

そ
道
』
で
は
一
切
の
叙
述
を
無
く
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
句
を
置
い
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
句
の
持
つ
主
題
の
二
面
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
人
か
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（
注
14
）

　
「
荒
海
」
の
把
握
は
佐
渡
ヶ
島
を
展
望
す
る
出
雲
崎
で
な
さ
れ
、
そ

の
思
い
を
「
銀
河
ノ
序
」
に
も
敷
衍
し
た
。
し
か
し
『
ほ
そ
道
』
に
挿

入
す
る
に
際
し
、
佐
渡
ケ
島
の
慟
哭
を
遠
景
に
遠
ざ
け
、「
荒
海
」「
佐

渡
」「
天
河
」
の
大
き
な
叙
景
句
と
し
て
置
い
た
。「
文
月
や
」
の
句
の

次
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
天
空
の
句
と
な
り
、
星

合
の
銀
河
の
句
と
な
っ
た
。

　

越
後
路
の
あ
れ
こ
れ
は
一
切
書
か
ず
、
句
の
前
書
き
も
な
く
、
た
だ

無
言
の
暗
闇
の
中
に
、
天
空
の
一
句
、
そ
の
一
句
を
導
き
出
す
、
人
間

の
あ
く
が
れ
と
憂
い
を
、七
夕
の
映
像
と
と
も
に
「
文
月
や
」
で
示
し
た
。

　

芭
蕉
の
越
後
路
は
、
こ
の
二
句
の
展
開
す
る
世
界
に
尽
き
る
。
芭
蕉

は
こ
の
二
句
を
完
全
な
省
略
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
暗
闇
に
置
い
た
。

『
ほ
そ
道
』
と
い
う
文
学
空
間
の
創
造
に
当
た
っ
た
芭
蕉
の
決
断
は
、

越
後
路
の
見
聞
の
一
切
を
削
除
し
、
沈
黙
の
中
に
、
悠
久
の
天
地
自
然

の
相
貌
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
芭
蕉
が
越
後

路
で
把
握
し
た
詩
的
真
実
で
あ
っ
た
。
越
後
路
の
本
情
で
あ
っ
た
。

　

芭
蕉
は
し
か
し
、
出
雲
崎
で
得
た
、
慟
哭
の
佐
渡
ヶ
島
の
本
意
も
捨

て
が
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、文
章
に
彫
琢
を
加
え
完
成
し
、

「
銀
河
ノ
序
」
と
い
う
俳
文
と
し
て
、『
ほ
そ
道
』
完
成
と
同
時
期
に
、

恐
ら
く
は
弟
子
の
去
来
に
託
し
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
芭
蕉
生
前

か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
蕉
門
の
俳
文
集
の
編
者
と
な
っ
た
去
六
の
手
に

渡
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
銀
河
ノ
序
」
の
最
終
稿
は
『
風
俗
文
選
』

で
世
に
出
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完
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三 校

天
空
の
越
後
路　

注
解

　

・
・
・『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
文
の
引
用
は
岩
波
文
庫
（
萩
原
恭
男
校
閲
）
に
よ
る
。

注
１	

「
芭
蕉
晩
年
の
深
遠
な
思
想
・
芸
境
形
成
の
萌
芽
を
出
羽
三
山
体
験
に
見
よ
う
と
す

る
研
究
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。」（『
ほ
そ
道
大
全
』
P
2
4
0
）
ま
た
、
作
家
の
森

敦
は
出
羽
三
山
体
験
を
「
奥
の
細
道
」
の
奥
義
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
特
に
李
白
の

詩
と
の
関
係
で
重
要
視
す
る
。「
天
地
者ハ

万
物
之ノ

逆
旅　

光
陰
者ハ

百
代
之ノ

過
客
」（
天

地
は
万
物
を
宿
す
る
所
（
逆
旅
＝
旅
籠
）、
時
間
は
果
て
も
な
く
過
ぎ
ゆ
く
旅
人
・・
）

『
わ
れ
も
ま
た
お
く
の
ほ
そ
道
』
講
談
社　

P
1
1
7
―

1
7
6　

注
２	

「
越
後
の
う
ち
に
は
、歌
名
所
か
つ
て
な
く
、た
ま
た
ま
古
蹟
旧
地
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

い
づ
れ
も
風
騒
家
の
取
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
殊
に
往
来
の
道
筋
に
は
、
し
か
じ

か
風
流
の
土
地
な
く
、
奥
羽
の
致
景
佳
境
に
つ
づ
け
ん
に
は
、
何
を
よ
し
と
し
て
書

く
べ
き
や
。
且
無
用
の
弁
に
、
紀
行
の
長
が
な
が
し
か
ら
む
事
を
恐
れ
て
、
か
く
は

は
ぶ
き
申
さ
れ
し
成
べ
し
。」（『
奥
細
道
菅
菰
抄
』）

注
３	

国
文
学
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
26
年
11
月
号
「『
曾
良
の
細
道
随
行
日
記
』
解
説
」

杉
浦
正
一
郎　

P
3

　
注
４	

『
芭
蕉
文
集
』　

岩
波
古
典
文
学
大
系　

P
1
6
3
―

1
7
0

　
　
　
　

	

　
　
　

奥
の
田
植
歌　
（
風
流
の
は
じ
め
や
奥
の
田
植
歌
）

	

　
　
　

文
字
摺
石　
　
（
早
苗
と
る
手
も
と
や
昔
忍
ぶ
ず
り　
　
　
　
旅
中

	

　
　
　

松
嶋
前
書　
　
（
嶋
々
や
千
々
に
く
だ
け
て
夏
の
海
）

	

　
　
　

法
の
月　
　
　
（
羽
黒
山
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旅
中

	

　
　
　

銀
河
の
序　
　
（
あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
あ
ま
の
川
）

	

　
　
　

温
泉
ノ
頌　
　
（
や
ま
な
か
や
菊
は
手
折
じ
湯
の
匂
ひ
）　　

旅
中

	

　
　
　

敦
賀
に
て　
　
（
月
清
し
遊
行
の
も
て
る
砂
の
上
）　　
　
　

旅
中

注
５	

「
按
ず
る
に
、
曾
良
の
書
留
だ
け
で
な
く
、
芭
蕉
も
ま
た
自
ら
の
書
き
留
帳
を
携
行

し
て
、
途
中
の
吟
詠
や
、
人
に
与
え
た
幅
物
等
の
文
を
メ
モ
し
て
お
き
、『
細
道
』

の
本
文
を
綴
る
時
参
考
に
し
た
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。」（『
越
後

路
の
芭
蕉
』
大
星
哲
夫　

P
2
3
1
）

注
６	

『
芭
蕉
俳
文
集
』
堀
切
実
編
注
（
岩
波
文
庫
）（
上
）
P
74
―

75　
（
下
）
2
7
9

	

「
文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず
」
の
詞
書　
　
　

今
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奥
細
道
菅
菰
抄
附
録
）　　

	

「
薬
蘭
に
い
づ
れ
の
花
を
く
さ
枕
」
の
詞
書　
　
　

高
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
風
徳
編
『
芭
蕉
文
集
』
書
入
れ
）　　

	

「
汐
越
し
の
鐘
」
句
文
（
存
疑
）　　

能
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曙
や
霧
に
う
づ
ま
く
鐘
の
声　
　
　
　

芭
蕉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
政
五
年
碑
文
。『
続
句
空
日
記
』　

存
疑
）　　

注
７	

『
芭
蕉
俳
文
集
』　

堀
切
実
編
注　

岩
波
文
庫

	

『
芭
蕉
文
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系　
　

岩
波
書
店

注
８	

『
芭
蕉
自
筆
「
奥
の
細
道
」
の
謎
』
上
野
洋
三　

二
見
書
房　

P
1
9
2
―

1
9
3

注
９	

月
山
登
頂　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
萩
原
恭
男
校
注　
　

岩
波
文
庫　

P
49

注
10	

「
荒
海
や
」
の
実
景
探
し
の
問
題
点
（
例
）

	

①『
銀
河
ノ
序
』
に
「
出
雲
崎
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
曾
良
日
記
』
で
は
七
月

四
日
の
夜
は
強
い
雨
で
、
銀
河
は
見
え
な
か
っ
た
。

	

②『
銀
河
ノ
序
』
は
発
句
の
後
で
の
創
作
で
、
実
際
に
発
句
の
出
来
た
の
は
、
今
市

か
高
田
。
曾
良
の
『
俳
諧
書
留
』
に
「
荒
海
」
は
「
文
月
」
の
後
に
記
載
さ
れ
て

い
る
。「
文
月
」
は
七
月
七
日
に
今
市
で
披
露
さ
れ
て
い
る
。

	

③
こ
の
時
期
の
天
の
川
と
佐
渡
の
位
置
関
係
か
ら
「
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
」
は
あ
り
得

な
い

　
　
　
　

注
11	

『
お
く
の
ほ
そ
道
大
全
』
P
2
5
8　

楠
元
六
男
他
編　

笠
間
書
院

注
12	
『
芭
蕉
の
山
河　

お
く
の
ほ
そ
道
私
記
』
加
藤
楸
邨　

講
談
社　

P
2
4
9
―

2
5
0　

P
2
1
6

注
13	

『
芭
蕉　

そ
の
鑑
賞
と
批
評
』
山
本
健
吉　

P
2
2
2
―

2
2
3　

飯
塚
書
店

注
14	

『
お
く
の
ほ
そ
道
大
全
』
P
2
6
0
―

2
6
1　

 


