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奥
の
細
道
ど
’
』
ろ
ど
｝
」
ろ

（ー）

一
そ
ぞ
ろ
紳

芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」
の
中
・
か
ら
、
解
釈
上
、

問
題
に
な
る
と
こ
ろ
ど
と
ろ
を
拾
ひ
出
し
て
、
私

見
を
加
へ
て
み
よ
ち
と
思
ふ
。
ま
づ
、
冒
頭
の
一

節、

去
年
の
秋
、
江
上
の
破
屋
に
蜘
の
古
由
来
を
ば
ら

ひ
て
、
や
や
年
も
背
番
れ
、
春
立
て
る
霞
の
室

に
白
川
の
関
こ
え
ん
と
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ

会
て
心
を
く
る
は
せ
、
道
知
肌
抽
仰
の
ま
ね
き
に

あ
ひ
て
反
る
も
の
手
に
つ
か
ず

と
い
ふ
と
と
ろ
を
眠
り
φ

担
げ
て
み
る
。
こ
の
文
中

従
来
問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
「
春
立
て
る
霞

の
室
に
」
と
い
ふ
垣
間
が
、
「
白
川
の
関
こ
え
ん
」

に
か
か
る
の
か
、
或
は
ま
た
「
心
を
〈
る
は
せ
」

を
修
飾
す
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
と
、
「
そ
ぞ
ろ
神
」

と
い
ふ
語
が
、
「
そ
ぞ
ろ
」
と
い
ふ
副
詞
と
「
紳
」

と
い
ふ
名
調
と
の
一
一
語
に
分
っ
て
考
ふ
べ
き
か
、

‘ 士
口

雄

島

或
は
ま
た
「
そ
ぞ
ろ
静
」
と
い
ふ
一
語
の
名
詞
と

解
す
べ
ぎ
か
と
い
ふ
と
と
と
で
ら
っ
て
、
現
般
で

は
今
申
し
た
両
識
が
並
び
行
は
れ
て
ゐ
て
、
未
だ

決
議
を
見
な
い
吠
態
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
春
立
て
る
霞
の
申
告
に
」
は
「
白

川
の
関
こ
え
ん
」
に
か
か
る
の
が
至
当
で
あ
る
と

強
〈
、
王
張
せ
ら
れ
る
の
は
、
志
田
義
秀
博
士
で
あ

る
が
、
同
博
士
の
「
奥
の
細
道
・
芭
蕉
・
蕪
村
」

と
い
ふ
毒
物
を
見
る
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
ご
つ

の
こ
と
を
挙
げ
て
を
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
春

立
て
る
霞
の
容
に
」
を
「
心
を
〈
る
は
せ
」
の
方

へ
か
か
る
も
の
と
す
る
と
、
こ
と
の
所
は
文
章
と

し
て
甚
だ
無
理
な
構
成
の
も
の
と
な
り
、
拙
劣
な

文
章
と
い
は
ざ
る
そ
得
な
い
と
い
ふ
の
で
ゐ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
つ
は
、
杉
風
舟
筆
の
懐
紙
や
芭

蕉
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
令
芭
蕉
は
は
じ
b
零
霞
の
頃

に
白
川
の
関
を
越
え
よ
号
と
予
定
し
て
ゐ
た
の
で

怠
っ
た
が
、
の
ち
に
予
定
を
変
更
し
た
の
で
あ
っ

同~，帆，d、州、保，，..，、内

て
、
こ
の
「
春
立
て
る
」
一
X
L
4
の
文
章
は
そ
の
最

初
の
予
定
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き

で
る
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
一
位
は
筋
の
と
ほ
っ

た
訟
で
る
る
か
ら
、
近
ご
ろ
の
注
釈
書
の
よ
中
に

は
、
と
の
志
田
設
に
従
ふ
も
の
も
砂
〈
た
い
。
し

か
し
、
形
式
文
法
の
上
で
は
、
「
霞
の
塁
に
」
は

「
白
川
の
関
と
え
ん
」
に
か
か
る
と
も
、
ま
た

「
そ
ぞ
ろ
紳
の
心
を
〈
る
は
せ
」
に
か
か
る
と
も

両
様
に
見
得
る
の
で
、
そ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
の

で
ら
る
。

日
本
文
の
構
成
の
常
道
か
ら
い
へ
ば
、
副
詞
的

修
飾
語
は
そ
の
直
ぐ
後
に
続
く
建
部
を
修
飾
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
が
、
時
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も

さ
ち
で
な
い
。
と
と
の
文
章
で
も
、
「
白
川
の
関

と
え
ん
と
」
は
挿
入
句
と
見
得
る
の
で
乞
つ
で
、

「
霞
の
盆
に
」
か
ら
「
そ
ぞ
ろ
静
の
物
に
つ
き
て

」
以
下
へ
続
け
て
も
決
し
て
無
理
な
文
法
的
構
成

だ
と
は
言
へ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
方
が
文
章
心

理
の
上
か
ら
は
自
然
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
ず
な
は
も
、
「
去
年
の
秋
」
か
ら
「
年

も
暮
れ
」
と
受
け
「
春
立
て
る
」
と
続
〈
の
で
る

る
か
ら
、
そ
の
点
に
重
点
を
置
い
て
考
へ
る
と
、

年
が
暮
れ
て
春
に
な
り
、
雄
心
そ
ぞ
ろ
な
る
も
の

が
あ
る
と
い
ふ
風
に
解
釈
す
る
方
が
よ
ろ
し
い
や

号
で
ら
め
る
。
ま
た
、
「
春
立
て
る
」
と
い
ふ
表
現
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に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

「
春
立
て
る
」

と
い
ふ
と
、
既
に
春
が
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

…
志
間
博
士
の
設
の
や
号
に
予
定
を
い
ふ
の
で
あ
れ

ぽ
、
「
春
た
つ
霞
の
空
に
」
も
し
〈
は
「
春
た
た

む
霞
の
空
に
」
と
い
ふ
の
が
普
通
で
る
る
。
西
鶴

の
文
章
に
は
「
春
立
つ
霞
の
窓
に
」
と
い
ふ
べ
き

と
こ
ろ
に
、
「
春
立
て
る
」
と
い
ふ
言
ひ
方
を
す

る
や
号
な
こ
と
が
屡
あ
一
る
け
れ
ど
も
、
芭
蕉
の
文

一
章
で
は
さ
号
い
ふ
特
異
な
表
現
は
他
に
見
当
ら
な

い
か
ら
、
芭
蕉
と
し
て
は
「
表
目
立
て
る
」
と
い
ふ

の
は
、
春
と
な
っ
た
と
い
ふ
既
定
の
事
実
を
言
は

ら
た
め
の
も
の
で
る
る
と
考
ふ
べ
き
で
ゐ
ら
号
。

さ
ち
す
る
と
、
と
の
一
句
は
現
在
ず
で
K
春
と
な

っ
て
ゐ
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
と
の
白
い

か
ら
も
、
「
白
川
の
関
こ
え
ん
」
に
か
か
る
よ
り

…
も
、
「
そ
ぞ
ろ
神
の
」
以
下
に
か
か
る
も
の
と
見

た
方
が
よ
さ
さ
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
志
田
博
士
の

「
芭
招
待
・
は
春
の
頃
に
白
川
の
関
を
越
え
よ
ろ
と
予

．
定
し
て
ゐ
た
」
と
い
ふ
事
実
と
、
と
と
の
文
意
と

は
切
り
離
し
て
考
へ
て
差
支
へ
な
い
も
の
で
ら

る
。
蓋
し
、
文
の
解
釈
と
い
ふ
も
の
は
、
ま
づ
表

一
現
せ
ら
れ
た
文
辞
そ
の
も
の
に
即
し
て
行
は
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、

一
つ
の
句
と
い
へ
ど
も
、
全
文
と
の
関
聯
に
於
て

一
考
〈
ら
る
べ
き
も
の
で
る
る
か
ら
で
お
る
。

次
に
、
「
そ
ぞ
ろ
神
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
そ

ぞ
ろ
」
を
副
詞
と
見
て
「
く
る
は
せ
」
に
か
か
る

と
い
ふ
の
は
、
ま
た
志
間
博
士
の
訟
で
あ
る
が
、

同
様
の
解
釈
は
肢
に
古
く
「
奥
の
ほ
そ
遁
解
」
に

も
乞
る
の
で
、
同
博
士
の
創
意
と
い
ふ
と
と
は
出

来
な
い
が
、
と
の
訟
に
く
は
し
い
組
織
だ
っ
た
理

由
を
附
与
せ
ら
れ
た
の
は
、
博
士
の
手
柄
で
あ

る
。
と
と
ろ
で
、
志
田
博
士
に
言
は
せ
る
と
、
「
そ

ぞ
ろ
」
と
い
ふ
語
は
主
観
的
な
気
持
を
表
は
十
語

で
、
客
観
的
な
「
神
」
と
い
ふ
語
に
は
弟
し
さ
号

も
な
い
も
の
で
る
・
り
、
又
「
そ
ぞ
ろ
一
神
」
と
い
ふ

誼
聞
は
恐
ら
く
用
語
例
の
な
い
語
で
、
用
語
例
の
な

い
語
を
百
蕉
が
使
っ
た
と
す
る
に
は
、
そ
れ
は
さ

ろ
見
る
よ
り
外
に
解
釈
の
つ
か
な
い
場
合
に
限
ら

る
べ
き
で
、
と
こ
の
や
ろ
に
、
さ
号
見
な
〈
て
も

解
釈
の
つ
〈
場
合
は
、
昼
間
例
の
な
い
語
を
使
っ

た
と
見
る
方
を
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
ふ
の
で
ら
る
。
そ
こ
で
、
と
の
志
閏
訟
の
当
否

を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、

「
そ
ぞ
ろ
」
と
い
ふ
主
観
語
が
「
神
」
と
い
ふ
客

観
語
に
熱
し
さ
ち
も
な
い
と
い
ふ
第
一
理
由
は
、

と
れ
は
間
違
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
。

「
そ
ぞ
ろ
」
と
い
ふ
諾
が
答
制
的
な
諸
に
熟
ず
る

例
は
他
に
い
〈
ら
で
も
ら
る
の
で
、
た
と
へ
ば
、

「
そ
ぞ
ろ
雨
」
「
そ
ぞ
ろ
歩
き
」
等
い
〈
ら
で
も

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
れ
に
反
し
て
、
そ
の

文
章
中
に
「
そ
ぞ
ろ
」
を
副
詞
と
し
て
使
用
十
る

場
合
に
は
、
芭
蕉
は
一
一
一
の
例
外
を
除
い
て
は
大

抵
「
そ
ぞ
ろ
に
」
と
い
ふ
形
を
使
っ
て
ゐ
る
o
「奥

の
細
道
」
に
も
や
は
り
「
そ
ぞ
ろ
に
」
と
い
ふ
諾

を
例
外
な
し
に
使
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
「
そ
ぞ

ろ
静
」
の
「
そ
ぞ
ろ
」
を
副
詞
と
見
な
い
方
が
、

芭
蕉
の
用
例
に
か
な
っ
て
ゐ
る
や
号
だ
。

そ
れ
で
は
、
「
そ
ぞ
ろ
紳
」
と
い
ふ
用
語
例
は

他
に
も
あ
る
か
ど
号
か
と
い
ふ
と
、
享
保
七
年
の

「
鹿
子
の
渡
」
に
「
そ
ぞ
ろ
静
の
も
の
に
狂
」
ひ

と
い
ふ
言
葉
が
怠
る
。
と
れ
は
既
に
志
間
博
士
も

挙
げ
て
を
ら
れ
る
の
で
忘
る
が
、
「
奥
の
細
道
」

よ
り
以
後
の
俳
書
で
る
る
か
ら
、
と
の
文
は
「
奥

の
細
道
」
の
影
響
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
ら

ら
与
と
推
定
し
て
を
ら
れ
る
。
「
奥
の
細
道
」
に

影
響
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
と
の
「
鹿
子

の
渡
」
の
「
そ
ぞ
ろ
神
」
は
今
の
相
場
合
の
例
証
と

は
し
が
た
い
の
で
る
る
。
し
か
し
、
わ
た
〈
し
の

友
人
の
木
曾
幸
子
氏
の
・
お
母
さ
ん
は
大
和
の
蓬
で

あ
る
が
、
時
h

こ
の
「
そ
ぞ
ろ
神
」
と
い
ふ
言
葉

を
話
語
に
使
用
せ
ら
れ
た
さ
ち
で
ら
る
。
思
ふ
に

大
和
地
方
に
は
方
言
と
し
て
、
と
の
語
が
長
泣
ま

で
残
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
ふ
め
る
。
或
は
今
で
も

こ
の
語
が
使
は
れ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
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…
〈
な
ぐ
と
も
大
和
地
方
の
古
老
の
言
葉
に
は
残
つ

て
ゐ
た
の
で
ら
る
。
犬
和
地
方
の
方
言
に
こ
の
語

一
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
芭
蕉
時
代
に
と
の
語
が
一

一
般
に
使
は
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
は
ヨ
一
口
ひ
さ
れ
た
い

の
で
る
る
。
庚
〈
文
献
を
渉
猟
す
れ
ば
、
芭
蕉
以

一
外
に
も
こ
の
認
の
用
語
例
が
発
見
せ
ら
れ
さ
ち
で

一
あ
る
。
雲
鈴
の
「
入
日
詑
」
に
は
、
惟
然
坊
が
形

見
の
溢
笠
の
銘
に
、

炎
天
に
あ
る
き
紳
つ
〈
号
ね
り
笠

と
中
め
っ
た
と
書
い
て
ゐ
る
。
ま
た
一
万
緑
十
六
年
刊

一
行
の
「
草
刈
笛
」
に
も
「
忘
る
き
神
」
の
句
が
乞

る
o
H
V
浦
正
一
郎
氏
に
開
〈
と
、
古
俳
書
に
も
、

「
る
る
き
静
」
と
い
ふ
題
の
が
あ
る
と
小
ふ
0

・か

F
い
ふ
風
に
「
あ
る
き
神
」
と
い
ふ
や
ち
な
黙
諾

が
る
る
以
上
、
「
そ
ぞ
ろ
神
」
と
い
ふ
黙
諾
も
ま

た
あ
り
得
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
と
と
の
と
と
ろ
の
「
奥
の
細
道
」

の
文
章
は
、
「
そ
ぞ
ろ
酬
の
物
に
つ
ぎ
て
心
を
〈

る
は
せ
、
」
と
「
這
蹴
紳
の
ま
ね
ぎ
に

vbひ
て
取

る
物
手
に
つ
か
ず
」
と
が
対
句
的
表
現
に
な
っ
て

ゐ
る
の
で
怠
る
か
ら
、
「
遺
印
刷
神
」
に
対
し
て
「
そ

ぞ
ろ
神
」
が
対
句
的
用
法
官
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

従
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
「
そ
ぞ
ろ
紳
」
は
一
語

の
名
詞
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
そ
ぞ
ろ
紳
」

を
こ
諾
と
見
る
設
は
棄
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

最
近
に
出
版
ぜ
ら
れ
た
宇
佐
美
喜
ニ
一
八
氏
の

 

「
全
釈
奥
の
細
道
」
は
、
高
校
生
相
手
の
注
釈
書

た
る
と
と
を
標
掠
せ
ら
れ
た
書
で
る
る
が
、
近
来

稀
に
見
る
良
心
的
著
述
で
あ
っ
て
、
最
近
の
こ
の

種
の
「
奥
の
’
細
道
」
注
釈
幸
一
日
中
の
白
眉
で
＋
め
る
と

思
ふ
。
同
書
に
は
、
以
上
わ
た
〈
し
の
述
べ
て
来

た
閥
解
釈
上
の
問
題
を
論
じ
て
、
わ
た
ぐ
し
と
同
じ

結
論
を
し
る
し
て
を
る
が
、
書
物
の
性
質
上
、
そ

の
結
論
へ
導
く
温
程
を
詳
述
し
て
を
ら
れ
な
い
か

ら
、
ま
づ
筆
は
じ
め
に
と
と
に
取
り
あ
げ
て
駄
足

を
加
へ
て
み
た
弐
第
で
あ
る
。

ニ
、
早
加
と
い
ふ
宿

次
に
、こ

と
し
元
政
二
と
せ
に
や
、
奥
羽
長
途
の
行

脚
た
だ
か
り
そ
め
に
息
ひ
た
ち
て
、
英
天
に

白
髪
の
恨
み
を
震
ぬ
と
い
へ
ど
も
、
耳
に
ふ

れ
て
い
ま
だ
b
に
見
ぬ
さ
か
ひ
、
も
し
生
き

て
帰
ら
ば
と
定
め
た
念
艇
み
の
末
を
か
け
、

英
の
日
漸
〈
平
加
と
い
ふ
宿
に
た
ど
お
り
活
き

に
け
り
。

と
い
ふ
文
章
で
お
る
が
、
考
へ
て
み
れ
ば
、
と
の

文
章
も
実
に
む
つ
か
し
い
文
章
で
あ
る
。
第
一
に

「
重
ぬ
と
い
ヘ
ど
も
」
の
「
い
へ
ど
も
」
が
問
題

で
お
る
。
ま
た
、
「
耳
に
ふ
れ
て
い
ま
だ
め
に
見

ぬ
さ
か
ひ
」
の
弐
の
句
へ
の
続
含
具
合
が
、
分
っ

て
ゐ
る
守
勺
で
、
分
ら
な
い
。
「
船
み
の
末
を
か

け
」
と
い
ふ
言
ひ
方
な
ど
も
、
普
通
で
は
な
い
。

文
の
語
勢
を
重
ん
じ
て
、
誇
の
省
略
が
施
さ
れ
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
と
の
辺
の
文
の
檎

遣
を
的
確
に
説
明
ず
る
と
な
る
と
、
な
か
、
泣
か
難

し
い
。
し
か
し
、
ご
と
で
は
、
さ
－
り
い
ふ
問
題
は

ら
と
廻
し
に
し
て
、
ま
づ
、
「
其
の
日
漸
く
平
加

と
い
ふ
宿
に
た
ど
り
前
き
に
け
り
」
を
採
り
あ
げ

て
み
よ
号
と
思
ふ
。

「
皐
加
」
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
埼
玉
勝
北
足

立
郡
草
加
町
で
ら
る
o
h」
の
文
章
に
は
、
草
加
に

宿
を
と
っ
た
と
明
記
し
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
漸

ぐ
た
ど
り
着
い
た
と
い
ふ
の
で
＋
ク
白
か
ら
、
暗
に

と
と
に
一
宿
し
た
意
を
寓
し
て
ゐ
る
と
解
せ
ら
れ

る
。
と
と
ろ
が
、
曾
兵
の
随
行
日
記
を
見
る
と
、

と
の
日
は
、
草
加
に
と
ま
ら
ず
に
、
粕
墜
に
と
ま

っ
た
の
で
忘
る
。
ず
な
は
も
、
実
際
は
、
粕
墜
に

泊
っ
て
ゐ
な
が
ら
、
宛
も
草
加
に
宿
し
た
が
如
き

書
き
ぶ
り
を
し
て
ゐ
る
と
ご
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

曾
兵
の
随
行
日
記
と
「
奥
の
細
這
」
の
本
文
と

を
比
べ
て
み
る
と
、
相
蓬
し
て
ゐ
る
点
が
ナ
〈
な

か
ら
ず
ら
る
と
と
は
、
周
知
の
戸
主
で
あ
る
が
、

そ
の
相
違
し
て
ゐ
る
箇
所
を
仔
細
に
調
査
し
て
み

る
と
、
一
つ
け
百
蕉
の
記
憶
の
あ
や
ま
り
と
思
は

れ
る
も
の
と
、
い
ま
一
つ
は
、
意
識
し
て
故
意
に

筆
を
曲
げ
て
事
実
ど
ほ
り
に
記
越
し
な
か
っ
た
と

見
る
ベ
会
部
分
と
が
与
る
。
た
と
へ
ば
、
随
行
日
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一
泊
で
は
門
月
一
日
に
日
光
山
麓
に
泊
っ
て
ゐ
る
の

一
を
、
百
蕉
は
＝
一
月
三
十
日
日
光
山
の
麓
に
泊
る
と

一
書
い
て
ゐ
る
。
一
元
禄
二
年
は
三
月
は
小
の
月
で
二

一
十
九
日
ま
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
と

…
れ
は
明
ら
か
に
百
蕉
の
間
違
ひ
で
あ
る
が
、
と
れ

一
な
ど
は
芭
蕉
の
恩
立
運
一
ひ
と
い
ふ
も
の
で
ら
る
。

一
し
か
し
、
松
島
か
ら
石
の
巻
へ
の
謹
中
の
記
事
に

一
「
人
跡
ま
れ
で
、
猟
師
や
木
と
り
の
通
ふ
細
誼
を

一
た
ど
っ
で
遁
に
踏
み
迷
っ
た
」
と
い
ひ
、
石
の
巻

…
に
於
い
て
衝
を
か
ら
号
と
ず
る
け
れ
ど
も
、
更
に

一
宿
か
す
人
が
な
か
っ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
の
な
ど
は

…
芭
蕉
の
曲
筆
で
あ
る
。
芭
蕉
の
遜
っ
た
石
の
念
待

…
遣
は
宿
場
の
施
設
も
あ
る
大
道
で
ら
っ
た
し
、
そ

…
の
途
中
に
出
会
っ
た
五
十
七
人
の
人
か
ら
石
の
程

一
で
の
宿
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
も
ゐ
た
の
で
あ

る
。
と
ん
な
の
は
、
ど
号
考
へ
て
主
墓
石
記
憶

一
・
あ
や
ま
り
と
い
ふ
と
と
は
出
来
危
い
。
と
こ
ろ

一
で
、
と
の
草
加
ど
ま
り
の
件
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に

一
属
す
べ
き
も
の
な
の
で
ら
ら
号
か
。

一
「
奥
の
細
這
」
の
記
事
の
号
ち
、
芭
蕉
の
記
憶
の

…
あ
や
ま
り
と
見
る
べ
き
も
の
は
、
案
外
に
す
〈
な

…
い
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
く
し
は
考
へ
て
ゐ

る
。
と
い
ふ
の
は
、
と
の
放
行
に
於
け
る
芭
蕉
の

…
年
齢
は
四
十
六
歳
で
ら
っ
た
し
、
と
の
担
行
文
を

一
も
の
し
た
時
砕
い
、
最
も
降
っ
て
考
へ
て
も
元
政
七

一
年
で
る
る
か
ら
、
い
く
ら
病
身
早
老
の
芭
蕉
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
問
主
年
前
の
記
憶
を
全
然
喪
失

し
て
し
ま
ふ
ほ
ど
に
過
毒
殺
し
て
ゐ
た
と
は
考
へ
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
出
発
の
最
初
の
日
に
、
ど

と
で
泊
っ
た
か
ぐ
ら
ゐ
の
と
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

経
験
に
照
ら
し
ら
は
せ
て
、
芭
蕉
も
は
っ
き
り
し

た
記
憶
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。
と
ず

れ
ば
、
と
の
草
加
泊
り
の
記
事
は
、
芭
蕉
が
行
文

上
意
識
し
て
事
実
を
潤
色
し
曲
筆
し
た
と
い
ふ
こ

と
に
怠
る
。
「
奥
の
細
道
」
の
放
程
を
調
査
ヤ
る

と
、
芭
蕉
は
平
均
一
日
九
里
余
を
歩
い
て
ゐ
る
か

ら
、
そ
れ
か
ら
考
へ
で
も
、
粕
墜
ど
ま
り
の
方
が

安
当
で
あ
る
。
然
る
に
、
そ
の
事
実
を
曲
げ
て
、

何
故
に
草
加
に
と
ど
ま
っ
た
と
と
に
し
た
の
で
あ

ら
う
か
。
そ
と
に
問
題
が
与
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
奥
の
細
遁
」
に
は
、
さ
ぎ
に
あ
げ
た

文
章
の
続
き
に
、

痩
骨
の
肩
に
か
か
れ
る
物
ま
づ
苦
し
む

と
い
ふ
文
が
あ
っ
て
、
校
行
用
具
や
館
別
の
品
々

が
路
次
の
わ
づ
ら
ひ
と
な
っ
た
と
い
ふ
と
と
を
述

べ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
節
と
、
「
漸
く
草
加
と
い
ふ

宿
に
た
ど
り
着
き
に
け
り
」
の
「
漸
く
」
と
は
互

に
照
態
し
て
ゐ
る
の
で
ら
っ
て
、
痩
骨
の
肩
に
か

か
っ
た
荷
物
の
た
め
に
苦
し
い
思
ひ
を
し
た
か
ら

と
そ
、
漸
く
の
と
と
で
草
加
ま
で
辿
り
つ
い
た
と

い
ふ
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の

前
段
に
於
て
、
芭
蕉
は
ま
た
「
行
〈
遁
な
ほ
ず
す

 

． 

ま
ず
」
と
し
る
し
て
ゐ
る
。
ず
な
は
ち
、
そ
れ
と

も
文
意
を
照
態
さ
せ
－
な
け
れ
ば
な
ら
伝
い
。
だ
か

ら
、
一
自
に
僅
か
の
道
の
り
し
か
歩
け
な
か
、
っ
た

こ
と
に
し
な
い
と
都
合
が
惑
い
の
で
、
そ
れ
を
事

実
ど
ほ
り
に
粕
墜
ま
で
行
っ
た
と
と
に
し
て
は
、

「
行
〈
蓮
た
ほ
ず
ず
ま
ず
」
の
言
葉
も
生
き
て
来

な
い
し
、
「
漸
〈
」
の
語
を
生
か
ず
と
と
も
、
荷

物
に
苦
し
ま
さ
れ
た
と
と
を
強
調
ず
る
と
と
も
出

来
な
い
。
芭
蕉
は
、
す
で
に
、
「
上
野
谷
中
の
花

の
栴
又
い
つ
か
は
と
心
細
し
L

と
い
ひ
、
「
前
途

三
千
里
の
お
も
ひ
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、
幻
の
も
ま

た
に
離
別
の
涙
を
そ
そ
ぐ
」
と
し
る
し
、
ま
た
、

「
も
し
生
き
て
か
へ
ら
ば
と
定
め
な
き
頼
み
の
末

を
か
け
」
と
述
べ
て
、
今
度
の
放
岡
崎
の
心
細
さ
を

し
き
り
に
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
つ
い
で

「
痩
骨
の
肩
に
か
か
れ
る
物
ま
づ
苦
し
む
」
と
い

ひ
、
「
さ
す
が
に
打
も
ナ
て
が
た
〈
て
路
次
の
わ

づ
ら
ひ
と
な
れ
る
と
そ
わ
り
注
け
れ
」
と
い
ふ
の

も
、
つ
ま
り
は
旋
の
ら
は
れ
を
強
調
ず
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
「
そ
の
日
漸
く
平
加

と
い
ふ
宿
に
た
ど
り
着
き
に
け
り
」
も
、
や
ぽ
り

そ
の
放
の
心
細
さ
、
・
あ
は
れ
さ
を
垣
間
る
一
環
中
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
号
し
て
、
芭
蕉
が
特
に
草
加
と
い
ふ
地
名

を
こ
と
に
あ
げ
し
る
し
た
所
以
は
、
恐
ら
〈
作
、

そ
の
語
呂
と
語
慈
と
が
彼
の
趣
味
に
合
っ
た
か
ら

で
ら
ら
ち
。
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