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石
巻
か
ら
平
泉

へ
　

０

五
月
二
十
九
日
、
わ
た
く
し
は
芭
蕉
よ
り
は

一

月
ほ
ど
早
ぐ
こ
の
地
を
訪
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
夏

服
も
汗
ば
む
ば
か
り
の
暑
い
日
で
あ
つ
た
。
堤
防

に
立
つ
て
、
荻
原
井
泉
水
氏
の

「奥
の
細
道
を
尋

ね
て
」
の
文
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。
前
に
も
述
べ

た
や
う
に
丼
泉
水
氏
が
登
米
に
来
た
の
は
、
昭
和

三
年
七
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
時
に
は

既
に
芭
蕉

一
宿
の
家
は
焼
失
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
た

ら
し
い
。

「芭
蕉
が
泊
つ
た
家
と
い
ふ
の
は
、
北

上
川
の
橋
を
東
か
ら
渡
つ
て
二
三
町
来
て
、
郵
便

局
の
角
を
曲
つ
た
所
に
一
宿
庵
と
い
ふ
名
の
家
が

そ
れ
だ
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
も
焼
け
て

し
ま
つ
て
、
山
も
庭
も
う
ご
き
い
る
ヽ
や
夏
座
敷
、

と
い
ふ
句
碑
だ
け
が
残
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。」

と

井
泉
水
氏
は
じ
る
し
て
ゐ
る
。「山
も
庭
も
」
の
句

雄

は
那
須
黒
羽
で
の
作
で
あ
る
。
句
碑
は
、
そ
れ
を

此
の
処
に
借
り
て
後
人
が
建
て
た
も
の
と
思
は
れ

る
。
井
泉
水
氏
は
も
と
よ
り
そ
の
旬
碑
を
見
て
ゐ

な
い
。
人
づ
て
に
聞
い
た
の
で
あ
る
。
今
も
そ
の

句
碑
が
残
つ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
わ
た
く
し
は
知

り
た
い
と
思
つ
た
。
飯
野
哲
二
氏
の

「
お
く
の
ほ

そ
道
の
基
礎
研
究
」
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
が

一
宿
し

た
蓮
沼
検
断
の
家
は
は
や
く
断
絶
し
て
、
そ
の
あ

と
が
吉
日
常
治
と
い
ふ
人
の
居
宅
に
な
つ
て
ゐ
る

と
い
ふ
。
そ
し
て
、
そ
の
家
の
裏
手
に
、
井
泉
水

氏
の
筆
に
な
る

「芭
蕉
翁

一
宿
の
跡
」
と
い
ふ
石

標
が
昭
和
九
年
に
建
て
ら
れ
た
。
今
、
わ
た
く
し

の
探
し
て
ゐ
る
石
標
が
そ
れ
で
あ
る
。
吉
国
家
の

裏
手
と
い
ふ
の
は
北
上
川
の
上
堤
下
で
あ
る
。
そ

の
上
堤
下
に
は
、
ど
こ
に
も
石
標
ら
し
い
何
も
の

も
見
当
ら
な
い
。

さ
て
、
わ
た
く
し
は
、
石
標
の
在
り
か
を
誰
か

に
き
か
う
と
思
つ
た
。
堤
防
の
上
か
ら
今
来
た
道

を
振
り
か
へ
つ
て
み
る
と
、
先
刻
バ
ス
を
降
り
た

四
ツ
角
の
陶
器
屋
に
四
十
が
ら
み
の
中
脊
の
主
人

と
お
ぼ
し
く
店
先
の
品
物
に
ハ
タ
キ
を
か
け
て
ゐ

る
姿
が
見
え
る
。
あ
と
戻
り
し
て
、
そ
の
人
に
芭

蕉
翁

一
宿
の
碑
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、

「あ
あ
、

あ
れ
で
す
か
」
と
言
つ
て
、　
ハ
タ
キ
を
持
つ
た
ま

ま
堤
防
の
上
ま
で
や
つ
て
来
て
く
れ
た
。

そ
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
あ
た
り
は
先
年
の

北
上
川
の
大
氾
濫
の
た
め
に
す
つ
か
り
様
子
を
変

へ
て
し
ま
つ
た
。
も
と
の
堤
防
は
も
つ
と
川
に
寄

つ
て
ゐ
て
、
川
幅
は
今
よ
り
も
狭
い
も
の
で
あ
つ

た
。
従
つ
て
堤
は
今
の
や
う
に
直
ぐ
人
家
に
接
し

て
ゐ
な
か
つ
た
。
芭
蕉

一
宿
の
家
の
裏
手
に
は
欅

の
大
樹
が
茂
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
木
の
下

に
一
宿
の
碑
が
建
つ
て
ゐ
た
。

「そ
れ
、
そ
こ
の
バ
ラ
ッ
ク
建
て
の
家
の
庇
に

蒲
団
の
干
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
そ
の
家
で
す
」
と
、

ハ
タ
キ
の
柄
で
ゆ
び
さ
す
方
を
見
る
と
、
低
い
煤

け
た
屋
根
の
傾
き
か
か
つ
た
上
に
木
綿
の
縞
蒲
団

が
陽
光
を
吸
つ
て
ゐ
る
。
北
上
川
の
改
修
工
事
の

た
め
に
川
幅
を
広
げ
、
新
し
い
築
堤
工
事
で
欅
の

木
も
伐
ら
れ
て
し
ま
ひ
、　
一
宿
の
碑
を
取
り
除
か

れ
た
の
だ
さ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
最
近
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
碑
は
ど
う
し
ま
し
た
と
き
く
と
、
八

続

奥
の
細
道
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

′‐
句

島

十

日



幡
神
社
の
境
内
に
持
つ
て
行
か
れ
た
と
い
ふ
。
八

幡
神
社
は
左
手
に
見
え
る
森
で
、
近
く
だ
か
ら
、

行
つ
て
見
な
さ
れ
と
も
い
ふ
。
句
碑
を
知
り
ま
せ

ん
か
と
い
ふ
と
、
よ
く
知
ら
ぬ
が
そ
れ
は
ど
こ
か

他
に
持
つ
て
行
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
答
へ
る
。

こ
の
町
の
印
刷
所
の
主
人
は
俳
人
で
、
こ
の
土
地

の
こ
と
に
も
委
し
く
、
文
献
も
持
つ
て
ゐ
る
か
ら
、

訪
ね
て
み
て
は
ど
う
か
、
自
分
が
案
内
し
て
や
ら

う
と
勧
め
て
く
れ
る
。
好
意
を
謝
し
つ
つ
、
先
を

急
ぐ
旅
だ
か
ら
、
ま
た
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
言

つ
て
断
る
と
、
更
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
説
明
し

て
く
れ
た
。
今
の
登
米
大
橋
の
上
手
百
米
足
ら
ず

の
と
こ
ろ
に
昔
の
渡
し
場
が
あ
つ
た
。
芭
蕉
も
多

分
そ
の
渡
し
を
舟
で
渡
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

そ
し
て
、
今
わ
れ
わ
れ
の
立
つ
て
ゐ
る
此
の
登
米

が
は
の
堤
が
音
の
一
の
関
街
道
で
、
こ
の
堤
を
上

流
の
方
へ
辿
つ
て
ゆ
く
と
米
谷
へ
出
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
は
こ
の
道
を
行
つ
た
の
だ
、
と
い
ふ
や
う
な

こ
と
を
も
教
へ
て
く
れ
た
。「橋
板
が
ポ
ン
ピ
ン
ポ

ン
ピ
ン
と

一
枚

一
枚
跳
ね
る
の
で
、
ピ
ア
ノ
の
鍵

盤
を
た
た
い
て
渡
る
や
う
だ
つ
た
」
と
井
泉
水
氏

の
書
い
て
ゐ
る
、
そ
の
か
み
の
板
橋
だ
つ
た
登
米

大
橋
も
今
は
立
派
な
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
堂
々

た
る
姿
で
わ
た
く
し
の
限
前
に
あ
る
。
時
代
的
変

遷
に
感
慨
を
催
し
な
が
ら
、
そ
の
瀬
戸
物
屋
の
主

人
と
そ
の
店
の
前
で
別
れ
て
、
わ
た
く
し
は
八
幡

神
社
に
向
つ
て
歩
い
て
行
つ
た
。

三
日
町
を
南
に
歩
い
て
行
き
当
つ
た
と
こ
ろ
に

龍
源
寺
と
い
ふ
寺
が
あ
る
。
門
前
に
贈
正
四
位
葛

西
肥
後
守
清
貞
公
歴
代
之
史
蹟
と
書
い
た
大
石
柱

が
建
つ
て
ゐ
る
。
葛
西
氏
は
も
と
登
米
の
城
主
で

あ
つ
た
。
そ
の
家
臣
の
後
裔
は
今
も
な
ほ
こ
の
附

近
に
散
在
し
て
ゐ
る
ら
し
い
、
そ
れ
ら
の
寄
附
に

よ
つ
て
、
こ
れ
が
建
て
ら
れ
た
。
葛
西
清
貞
は
吉

野
朝
の
た
め
に
働
い
た
武
将
で
あ
る
。
そ
の
墓
が

こ
の
寺
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
寺
の
と
こ
ろ
を
右

に
山
つ
て
、
ま
た
左
折
す
る
と
、
ま
つ
直
ぐ
に
八

幡
神
社
の
丘
で
あ
る
。
森
に
な
つ
て
ゐ
る
。
社
は

そ
の
丘
の
中
腹
に
あ
る
。
社
の
背
後
は
、
展
望
台

風
の
小
公
園
と
言
つ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
境
内
に
は
、
戦
没
者
の
忠
魂
碑
や
軍
馬
佐
村

号
の
碑
と
い
ふ
や
う
な
も
の
だ
け
が
日
に
立
つ
て
、

芭
蕉

一
宿
の
碑
な
ど
は
ど
こ
に
も
見
出
だ
せ
な
か

つ
た
。
さ
つ
き
の
陶
器
屋
の
主
人
の
話
は
御
当
人

の
思
ひ
誤
り
だ
つ
た
と
見
え
る
。
飯
野
哲
二
氏
の

説
だ
と
、
「降
ら
ず
と
も
竹
植
う
る
日
は
簑
と
笠
」

の
句
碑
も
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
よ
く
分
ら

な
か
つ
た
。

芭
蕉
は

「心
細
き
長
沼
に
そ
う
て
、
戸
ヂ
摩
と

い
ふ
処
に

一
宿
し
て
平
泉
に
至
る
」
と
書
い
た
。

歌
枕
で
な
い
地
名
は
、
と
か
く
省
略
し
が
ち
で
あ

り
、　
一
宿
二
宿
し
た
土
地
で
も
そ
の
名
を
あ
げ
て

ゐ
な
い
場
合
が
あ
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
登
米
の
地

名
を
書
き
し
る
し
た
の
は
、
何
故
で
あ
ら
う
か
。

当
時
の
登
米
は
伊
達
家
の
支
藩
伊
達
村
直
の
城
下

で
あ
つ
た
。
今
わ
た
く
し
の
立
つ
て
ゐ
る
八
幡
社

の
石
段
の
真
向
ひ
に
見
え
る
小
高
い
岡
が
そ
の
城

館
の
跡
で
あ
つ
て
、
登
米
の
町
は
こ
の
八
幡
社
と

城
址
と
の
間
に
小
ぢ
ん
ま
り
と
眠
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
昔
も
さ
ほ
ど
に
大
き
い
町
で
あ
つ
た
と
は

思
へ
ぬ
。
特
記
す
べ
き
歌
枕
も
な
い
。
し
か
し
、

芭
蕉
は
登
米
に
一
宿
と
し
る
し
た
。
「奥
の
細
道
」

で
宿
つ
た
地
名
を
あ
げ
て
ゐ
る
時
は
、
必
ず
そ
れ

だ
け
の
意
図
が
あ
つ
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

「飯

塚
に
宿
る
」
と
い
へ
ば
、
そ
の
飯
塚
で
の
わ
び
し

き

一
夜
を
精
叙
せ
む
が
た
め
で
あ
り
、
「岩
沼

に

宿
る
」
と
し
る
し
た
の
は
、
そ
の
次
に
武
隈
の
松

を
叙
せ
む
が
た
め
の
伏
線
で
あ
つ
た
。
登
米
の
地

名
を
あ
げ
た
の
も
何
か
の
作
意
が
あ
つ
て
の
こ
と

で
あ
ら
う
。
も
ち
ろ
ん
、
細
長
い
沼
の
ほ
と
り
を

辿
り
登
米
に
一
宿
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
事
実

で
あ
る
か
ら
、
記
事
に
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
し

か
し
、
芭
蕉
は
文
の
効
果
を
勘
案
し
て
事
実
を
文

中
に
採
り
あ
げ
る
の
で
あ
つ
て
、
事
実
を
忠
実
に

す
べ
て
書
き
じ
る
す
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
を
省



筆
す
る
場
合
が
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
。「戸
伊

摩
と
い
ふ
処
に
一
宿
し
て
」
と
書
い
た
の
は
、
恐

ら
く
は
、
心
細
き
山
峡
を
辿
り
来
つ
て
、
こ
の
登

米
の
町
に
宿
つ
た
時
の
ホ
ッ
と
し
た
安
堵
感
を
こ

の
一
句
に
盛
り
込
ま
う
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。

「戸
伊
摩
」
と
書
い
た
の
は
、
宛
字
で
あ
り
ヽ
「
と

よ
ま
」
を

「
と
い
ま
」
と
聞
き
誤
つ
た
の
で
あ
る
。

曽
良
の
随
行
日
記
に
も

「戸
い
ま
」
ま
た
は

「戸

今
」
と
書
か
れ
て
ゐ
る
。
東
北
人
の
鼻
に
か
か
つ

た
発
音
は

「
と
い
ま
」
と
訛
聞
す
る
よ
り
ほ
か
な

か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
伝
へ
に
よ
つ
て
、
検
断
庄

左
衛
門
の
宅
址
に

一
宿
の
碑
を
建
て
た
。
し
か
し
、

芭
蕉
は
果
し
て
そ
こ
に
宿
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

随
行
日
記
に
は

「宿
不
借
、
働
検
断
告
テ
宿
ス
」

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
来
は
こ
の
記
事
を
、
初
め

宿
を
求
め
た
家
が
宿
を
借
さ
な
か
つ
た
の
で
、
検

断
の
と
こ
ろ
へ
行
つ
て
泊
め
て
も
ら
つ
た
の
だ
と

解
釈
し
て
ゐ
る
。
わ
た
く
し
も
そ
の
解
釈
に
従
つ

て
、
さ
き
に
そ
の
旨
を
し
る
し
た
の
で
あ
る
が
、

よ
く
考

へ
て
み
る
と
、
こ
の
記
事
は
、
宿
を
貸
さ

な
か
つ
た
の
で
、
検
断
に
頼
ん
で
、
検
断
の
斡
旋

で
宿
を
貸
し
て
も
ら
つ
た
と
い
ふ
風
に
も
解
せ
ら

れ
る
。
も
し
、
そ
の
や
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

芭
蕉
は
検
断
の
家
に
泊
つ
た
の
で
な
く
し
て
、
他

の
家
に
泊
つ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
随
行

日
記
で
は
、

「宿
不
借
」
の
傍
に

「儀
左
衛
門
」

と
書
き
入
れ
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
儀
左
衛
門
と
い

ふ
家
に
泊
め
て
も
ら
つ
た
の
だ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

す
る
と
従
来
検
断
家
に
泊
つ
た
と
い
ふ
説
は
あ
や

し
く
な
る
。
ま
た
、
飯
野
氏
の

「お
く
の
ほ
そ
道

の
基
礎
研
究
」
に
は
、
明
和
年
間
に
金
指
絞
兵
衛

な
る
者
が

一
宿
庵
と
号
し
て
蕉
風
を
樹
て
た
と
あ

る
。
井
泉
水
氏
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、　
一
宿
庵
の

跡
が
す
な
は
ち
芭
蕉

一
宿
の
所
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
が
、　
一
宿
庵
と
い
ふ
の
は
後
人
の
興
す

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、　
一
宿
庵
の
跡
必
ず
し
も
芭

蕉

一
宿
の
跡
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
る
ま
い
、
そ
れ

が

一
致
す
る
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
の
考
証
が
必
要

で
あ
ら
う
。
考
へ
て
み
る
と
、
さ
つ
き
見
た
千
し

蒲
団
の
あ
る
家
が
果
し
て
芭
蕉
の
泊
つ
た
所
で
あ

つ
た
か
ど
う
か
、
よ
く
分
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

一
宿
の
石
標
の
見
当
ら
ぬ
ま
ま
、
わ
た
く
し
は
、

右
の
や
う
な
こ
と
ど
も
を
さ
ま
ざ
ま
に
脳
裡
に
浮

か
べ
な
が
ら
、
人
通
り
も
な
い
静
か
な
埃
つ
ぽ
い

家
並
の
間
を
八
幡
社
か
ら
登
米
駅
の
方
へ
歩
い
て

行
つ
た
。

駅
で
は
十

一
時
半
の
気
動
車
が
す
で
に
発
車
し

た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
零
時
二
十
分
ま
で
四
、
五

十
分
を
待
ち
合
は
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
登
米
か
ら

瀬
峰
と
い
う
所
ま
で
仙
北
軽
便
鉄
道
が
通
じ
て
ゐ

る
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
鉄
道
で
米
谷
ま
で
行
か

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
歩
い
た
と
こ
ろ
を

こ
ち
ら
は
気
動
車
で
行
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

小
島
と
も
う

一
つ
、
寒
駅
を
過
ぎ
て
、
三
つ
目

ま
い
や
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
はな
い０み

が
米
谷
で
あ
つ
た
。
こ
こ
で
車
を
降
り
て
、
花
泉

行
き
の
乗
合
バ
ス
に
乗
り
換

へ
る
の
で
あ
つ
た
が
、

登
米
で
道
草
を
食
つ
た
た
め
に
、ハ
ス
に
乗
り
遅
れ

た
。
花
泉
で
東
北
本
線
に
乗
り
か
へ
て
一
関
ま
で

今
日
ぢ
ゆ
う
に
行
く
つ
も
り
な
の
だ
が
、
次
の
二

時
の
、ハ
ス
で
は
東
北
本
線
と
の
連
絡
が
よ
ろ
し
く

な
い
、
従
つ
て

一
関
着
が
夜
お
そ
く
に
な
る
。
駅

で
バ
ス
の
時
間
表
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
こ
を
通

る
バ
ス
に
仙
北
バ
ス
と
県
南
バ
ス
と
の
二
路
線
が

あ
る
。
前
記
二
時
の
は
仙
北
バ
ス
の
方
で
あ
つ
て
、

県
南
ゃハ
ス
の
方
に
は
四
時
三
十
分
米
谷
発
花
泉
経

由

一
関
行
き
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ
だ
と
一
関

へ
午
後
の
七
時
前
に
着
け
る
。
更
に
、
持
参
の
地

理
調
査
所
の
五
万
分
の
一
地
図
を
広
げ
て
み
る
と
、

こ
の
一
関
行
き
バ
ス
の
通
る
と
こ
ろ
は
、
完
全
に

芭
蕉
の
通
つ
た
コ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
寒
駅
で
四

時
間
も
待
た
さ
れ
る
こ
と
は
些
か
困
る
け
れ
ど
も
、

芭
蕉
の
コ
ー
ス
と
い
ふ
魅
力
に
惹
か
さ
れ
て
、
そ

の
四
時
半
の
一
関
行
き
バ
ス
ま
で
、
こ
こ
で
待
つ

こ
と
に
し
た
。

駅
前
に
一
軒
の
食
べ
物
屋
が
あ
る
。
支
那
そ
ば



以
外
は
何
も
出
来
な
い
と
い
ふ
わ
び
し
い
店
で
あ

る
。
そ
の
支
那
そ
ば
で
違
い
昼
食
を
す
ま
せ
た
。

さ
て
、米
谷
の
町
は
、
ン」
の
駅
か
ら

一
粁
半
ほ
ど

東
方
、
北
上
川
を
向
う
へ
渡
つ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

町
へ
行
つ
て
み
よ
う
と
思
つ
て
少
し
ば
か
り
歩
い

て
み
た
が
、
山
坂
道
は
容
易
に
川
岸
へ
出
な
い
。

疲
れ
を
覚
え
て
引
き
返
し
て
来
た
が
、
芭
蕉
が
登

米
か
ら
歩
い
て
来
た
道
は
北
上
川
の
右
岸
で
あ
つ

た
筈
だ
か
ら
、
芭
蕉
も
米
谷
の
町
は
過
ぎ
ら
ず
し

て
、
わ
た
く
し
の
今
ゐ
る
米
谷
の
駅
の
方
へ
と
辿

つ
て
来
た
わ
け
だ
。
駅
の
あ
た
り
は
、
浅
水
村
に

属
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
北
上
川
は
米
谷
の
北
方

一
キ
ロ
半
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
大
き
く
彎
曲
し
て
ゐ

る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
米
谷
の
駅
の
と
こ
ろ
ま
で

一
気
に
南
下
し
て
来
た
川
が
大
き
な
弧
を
ゑ
が
い

て
北
に
流
れ
、　
一
キ
ロ
半
ぐ
ら
ゐ
行
つ
た
と
こ
ろ

で
ま
た
彎
曲
し
て
再
び
南
下
す
る
の
で
あ
る
。
駅

か
ら
百
米
ほ
ど
も
西
へ
行
く
と
、
こ
の
北
上
川
の

Ｓ
字
状
を
な
し
て
ゐ
る
雄
大
な
風
景
を

一
望
に
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
河
原
の
石
塊
に
腰
を
お
ろ
し

て
、
わ
た
く
し
は
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
た
の
で
あ

つ
た
。
郭
公
が
あ
ち
こ
ち
の
緑
の
中
で
頻
り
に
鳴

く
。
昼
の
郭
公
は
淋
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
久
し

ぶ
り
に
都
塵
に
遠
ざ
か
つ
て
新
鮮
で
素
朴
な
田
園

の
空
気
に
浸
る
喜
び
を
満
喫
し
て
ゐ
る
わ
た
く
し

に
は
、
そ
の
郭
公
の
声
も
洗
腸
の
感
じ
で
あ
つ
た
。

芭
蕉
は
こ
こ
か
ら
北
上
川
に
沿
う
て
関
街
道
を

北
行
し
て
、
上
沼
村
に
出
た
の
で
あ
る
。
花
泉
行

バ
ス
の
道
筋
で
あ
る
。
バ
ス
は
弥
勤
寺
前
に
停
り
、

長
根
で
停
つ
た
。
共
に
上
沼
村
の
内
で
あ
る
が
、

芭
蕉
の
時
は
長
根
ま
で
来
た
ら
、
雨
が
降
り
出
し

た
の
で
あ
つ
た
。
バ
ス
道
は
次
第
に
山
間
に
入
り
、

長
崎
、
杉
山
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ

くで
れ
Ｆ
ま
だ

一
人
、
二
人
の
乗
客
が
あ
つ
た
が
、
九
千
沢
、
永

井
の
あ
た
り
に
来
る
と
、
乗
つ
て
く
る
人
が

一
人

も
な
い
。
長
根
を
過
ぎ
る
と
岩
手
県
に
入
る
の
で

あ
る
。
西
磐
井
郡
で
あ
る
。
岩
手
県
側
に
入
る
と

急
に
土
地
の
貧
し
さ
が
日
立
つ
。
金
華
山
、
庚
申
、

矢
ノ
ロ
を
経
て
、
涌
津
に
入
る
。
涌
津
は
、
曽
良

の
日
記
に
は
安
久
津
と
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
涌
津
は
細
長
い
町
で
あ
る
。
下
ノ
町
、

中
町
、
上
町
と
な
つ
て
ゐ
る
。
芭
蕉
は
松
島
か
ら

こ
こ
ま
で
ず
つ
と
歩
い
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
辺
り
で
雨
が
強
く
降
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
馬
に

乗
つ
た
。
涌
津
は
当
時
か
ら

一
寸
し
た
宿
駅
で
あ

つ
た
ら
し
い
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
少
し
ば
か
り

土
地
が
開
け
て
来
て
、
間
も
な
く
花
泉
駅
に
着
い

た
。
時
刻
は
十
七
時
四
十
分
。
バ
ス
は
こ
こ
で
二

十
分
の
時
間
待
ち
を
し
て
、
新
し
い
乗
客
を
満
載

し
て
、　
一
路

一
関
へ
と
向
ふ
の
で
あ
る
。

金
沢
も
ま
た
細
長
い
宿
駅
で
あ
つ
た
。
上
、
中
、

下
に
別
れ
て
ゐ
る
が
、
家
並
み
は
続
い
て
ゐ
る
。

曽
良
の
日
記
に

「加
沢
」
と
書
い
て
ゐ
る
の
は
、

こ
の
金
沢
の
こ
と
ら
し
い
。
金
沢
を
通
り
抜
け
る

と
、
道
は
す
つ
か
り
山
坂
道
に
な
る
。
大
門
、
峰
、

樅
木
立
、
宇
南
田
を
経
て
、
真
柴
の
あ
た
り
で
漸

く
奥
羽
本
街
道
に
合
し
、　
一
の
関
中
学
校
前
を
通

つ
た
か
と
思
ふ
と
、
間
も
な
く
、
市
内
の
繁
華
街

に
な
つ
た
。
終
点
は
一
関
の
駅
前
で
あ
る
。
到
着

は
午
後
六
時
四
十
分
。
終
点
の
向
ひ
側
に
あ
る
佐

藤
ホ
テ
ル
の
客
と
な
つ
た
。
あ
た
り
は
、
す
つ
か

り
暗
く
な
つ
て
ゐ
た
。
芭
蕉
達
は
黄
昏
に

一
関
に

着
い
た
が
、
雨
の
た
め
に
合
羽
も
濡
れ
と
ほ
る
ほ

ど
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。

曽
良
の
日
記
に
も

「加
沢
三
り
、
皆
山
坂
也
、

一
ノ
関
黄
昏
に
着
」
と
あ
る
。
す
な
は
ち
、
金
沢

か
ら
大
門
を
経
る
の
道
を
辿
つ
た
も
の
と
思
は
れ
、

そ
の
間
の
距
離
は
ほ
ぼ
三
里
に
近
い
。
わ
た
く
し

は
自
分
の
今
通
つ
て
来
た
道
を
ま
た
芭
蕉
の
通
つ

た
道
だ
と
考

へ
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
と
思
つ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
細
か
に
言

へ
ば
、
道
そ
の
も
の

は
芭
蕉
の
時
代
と
幾
分
違
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な

い
け
れ
ど
、
道
順
は
ほ
ぼ

一
致
し
て
ゐ
る
と
見
て

よ
い
で
あ
ら
う
と
思
つ
た
。
芭
蕉
は
こ
こ
を
馬
で

通
つ
た
の
で
あ
る
。



芭
蕉
は
一
関
に
宿
を
と
つ
た
。
そ
の
一
関
で
の

宿
を
か
封
町
の
金
森
家
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
飯

野
哲
二
氏
で
あ
る
。

「，お
く
の
は
そ
道
の
基
礎
研

究
」
に
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
わ
た
く
し

は
遅
い
夕
食
を
認
め
な
が
ら
、
宿
の
女
中
に
金
森

家
の
こ
と
を
尋
ね
た
。
中
年
過
ぎ
た
土
地
者
で
あ

る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
話
し
て
く
れ
た
。
金
森
家

は
昔
か
ら
二
軒
あ
つ
た
こ
と
、
そ
の
う
ち
の
一
軒

は
も
う
こ
の
土
地
に
残
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
。
今
残

つ
て
ゐ
る
の
は
、
酒
屋
で
計
量
器
店
で
あ
る
金
森

家
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
金
森
家
は
古
く
か
ら
の
名

家
で
、
明
治
九
年
の
明
治
天
皇
東
北
御
巡
幸
の
制
、

お
泊
り
に
な
つ
た
由
緒
の
あ

・
る
こ
と
、
芭
蕉
さ
ん

も
泊
つ
た
と
か
で
、
そ
の
書
い
た
物
も
残
つ
て
ゐ

る
と
い
ぶ
話
で
あ
る
な
ど
と
語
つ
て
く
れ
た
。
そ

し
て
、
先
年
の
民
風
で
磐
井
川
が
氾
濫
し
た
時
、

そ
の
家
の
あ
た
り
も
す
つ
か
り
押
し
流
さ
れ
て
し

電
つ
て
、
今
は
た
だ
土
蔵
が

一
つ
型
ば
か
り
残
つ

て
ゐ
る
だ
け
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
夕
食
後
、

わ
た
く
し
は
、
教
へ
ら
れ
て
、
そ
の
地
主
町
へ
出

か
け
て
行
つ
た
。
大
町
通
り
の
繁
華
街
を
通
り
抜

け
て
左
折
す
る
と
、
地
主
町
で
あ
る
。
地
主
町
を

真
直
ぐ
に
行
く
と
、
大
き
な
橋
に
出
る
。
磐
井
橋

で
あ
る
。
そ
の
下
の
流
れ
が
磐
井
川
で
あ
る
。
北

上
川
の
支
流
で
あ
る
が
、
大
き
な
川
で
あ
る
。
そ

の
橋
の
東
詰
の
南
側
に
コ
ン
タ
リ
ー
ト
の
バ
ラ
ッ

ク
建
て
の
金
森
計
量
器
店
が
あ
る
。
酒
店
の
方
は

別
に
田
舎
の
方
で
開
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
も
う
店

は
締
ま
つ
て
ゐ
る
。
計
量
器
店
は
道
路
に
面
し
て
、

道
と
同
じ
平
面
に
あ
る
が
、
そ
の
店
の
背
後
も
、

店
と
橋
と
の
間
の
空
地
も
、
道
よ
り
は
二
米
ほ
ど

も
低
く
な
つ
て
ゐ
る
。
道
路
の
上
か
ら
、
そ
の
薄

暗
い
低
地
を
見
お
ろ
す
と
、
真
下
に
明
治
天
皇
行

幸
記
念
の
標
柱
が
無
雑
作
に
横
倒
し
に
な
つ
て
ゐ

る
。
そ
の
傍
に
は
マ
ー
ガ
ン
ッ
ト
ら
し
い
花
叢
が

夜
目
に
も
し
る
く
白
く
浮
い
て
見
え
る
。
そ
し
て
、

そ
の
向
う
に
壊
れ
か
け
た
自
壁
土
蔵
が
建
つ
て
ゐ

る
。
ま
さ
し
く
金
森
家
の
屋
敷
跡
ら
し
い
。
洪
水

で
い
た
め
つ
け
ら
れ
た
名
残
り
が
ま
だ
痛
々
し
く

残
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
金
森
家
に
芭
蕉
が
泊
つ
た
と
い
ふ
の
に
つ

い
て
は
疑
ひ
が
あ
る
。
小
林
文
夫
氏
の

「岩
手
俳

諾
史
」
に
は
、
飯
野
氏
が
証
拠
と
す
る
金
森
家
の

書
伝
は
い
づ
れ
も
幕
末
明
治
初
年
の
も
の
で
あ
り
、

従
つ
て
証
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
、
ま
た
飯

野
氏
が
芭
蕉
を
宿
し
た
当
主
を
金
森
利
平
で
は
な

い
か
と
推
定
説
を
述
べ
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
は
金

森
利
平
は
、
こ
の
金
森
家
に
関
係
の
な
い
人
で
あ

つ
て
、
も
う

一
軒
の
方
の
金
森
家
の
人
で
あ
つ
た

と
言
つ
て
ゐ
る
。
金
森
家
に
は
二
軒
あ
る
。　
一
軒

は
こ
こ
に
い
ふ
代
々
酒
屋
だ
つ
た
金
森
家
で
あ
り
、

計
量
器
店
を
営
ん
で
ゐ
る
金
森
家
で
あ
る
が
、
も

う

一
軒
の
金
森
家
は
旅
籠
屋
を
し
て
ゐ
て
、
金
森

屋
と
号
し
、
金
森
利
平
の
血
統
で
あ
る
。
も
し
芭

蕉
が
泊
つ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
旅
籠
屋
で
あ
つ
た
。

金
森
家
で
あ
つ
た
と
す
る
方
が
よ
く
は
な
い
か
と

も
言
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
泊
つ
た
の
は
、

金
森
と
い
ふ
家
で
は
な
く
し
て
、
地
主
町
の
検
断

を
し
て
ゐ
た
白
土
と
い
ふ
家
で
あ
つ
た
と
い
ふ
説

の
あ
る
こ
と
を
も
併
せ
紹
介
し
て
ゐ
る
。
か
う
い

ふ
風
に
諸
説
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
へ
る
と
、
わ

た
く
し
の
今
見
て
ゐ
る
金
森
計
量
器
店
の
屋
敷
は
、

或
は
芭
蕉
の
泊
つ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
今
限
前
の
暗
夜
の
廃
墟
は
わ
た

く
し
の
感
傷
を
誘
ふ
に
十
分
で
あ
る
。
白
土
家
も

旅
籠
屋
の
金
森
家
も
今
は
す
で
に
亡
ん
で
こ
の
所

に
は
な
い
と
い
ふ
。
ひ
と
り
こ
の
金
森
家
だ
け
が

廃
墟
を
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
こ
こ
に

は
泊
ら
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
、
泊
ら
な
か
つ

た
と
し
て
も
、
こ
の
荒
れ
た
土
地
に
芭
蕉
の
イ
メ

ー
デ
を
ゑ
が
い
て
個
帳
の
お
も
ひ
に
浸
る
こ
と
は
、

わ
た
く
し
の
自
由
で
あ
る
。
金
森
計
量
器
店
は
暗

く
ひ
つ
そ
り
寝
し
づ
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
隣
り
の

莫
子
屋
は
燈
影
も
明
る
く
店
を
開
け
て
ゐ
る
。
わ

た
く
し
は
そ
の
店
に
入
つ
て
、
そ
こ
に
売
つ
て
ゐ

/

′
/



一
る
芭
蕉
最
中
を
記
念
の
た
め
に
買
つ
た
。

一　

地
主
町
は
平
泉

へ
行
く
街
道
筋
に
当
つ
て
ゐ
る
。

一
芭
蕉
が
こ
こ
に
宿
を
と
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
極

一
め
て
あ
り
さ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
杉
浦
正

一　
一
郎
氏
の
校
訂
し
た
曽
良
随
行
日
記
の
五
月
十
三

一
日
の
条
に
は
、
申
の
上
刻
に
平
泉
よ
り

一
関
の
宿

一
に
帰
つ
て

一
風
呂
浴
び
て
ゐ
る
が
、
そ
の
時
の
記

一
事
に
、

「主
水
風
呂
敷
フ
シ
テ
待
、
宿
ス
」
と
あ

一
る
。

「敷
」
の
字
は
書
き
誤
り
で
あ
ら
う
と
杉
浦

一
氏
も
註
し
て
ゐ
る
が
、
と
も
か
く
、
こ
れ
は
主
人

一
が
水
風
呂
を
し
て
待
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
で
あ
つ

一
て
、
水
風
呂
は
水
か
ら
沸
か
し
た
風
呂
で
、
わ
れ

一
わ
れ
の
今
い
つ
て
ゐ
る
風
呂

の
こ
と
で
あ
る
。

一

「主
水
風
呂
フ
シ
テ
待
」
と
特
記
し
た
と
こ
ろ
は
、

一
主
人
の
芭
蕉
た
ち
に
対
す
る
特
別
の
好
意
が
見
ら

一
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
普
通
の
宿
屋
で
の
趣
き
で
は

一
な
い
。
或
は
、
芭
蕉
た
ち
は
旅
宿
を
業
と
し
な
い

一
普
通
人
の
家
に
宿
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

一　

今
に
も

一
降
り
降
り
さ
う
な
空
模
様
に
な
つ
た
。

一
買
つ
た
ば
か
り
の
芭
蕉
最
中
を
小
脇
に
か
か
へ
な

一
が
ら
、
急
い
で
宿
に
帰
つ
た
。

一　

翌
朝
、
日
が
さ
め
る
と
、
小
雨
が
降
つ
て
ゐ
た
。

一
窓
越
し
に
蘭
梅
山
の
無
線
中
継
の
鉄
塔
が
煙
つ
て

一
見
え
る
。
今
日
は
、
こ
れ
か
ら
バ
ス
で
平
泉

へ
行

一
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
体
、
東
北
の
宿
屋
は
み
な
宿
賃
が
安
い
。
石

巻
で
も
こ
の
一
関
で
も

一
流
の
泊
り
を
し
な
が
ら

一
宿
七
百
円
あ
ま
り
で
あ
る
。
客
は
、
定
期
的
な

商
用
の
客
が
多
く
て
、
観
光
の
た
め
の
客
は
す
く

な
い
と
い
ふ
か
ら
、
そ
の
た
め
な
の
か
も
知
れ
な

い
。
八
時
に
宿
を
出
て
、
水
沢
行
の
バ
ス
の
客
２

な
つ
た
。

昨
夜
通
つ
た
地
主
町
を
経
て
、
竹
山
、
下
町
、

山
ノ
ロ
、
中
里
と
バ
ス
は
停
つ
て
ゆ
く
。
山
ノ
ロ

や
中
里
は
昭
和
三
十
年
に
一
関
市
に
編
入
せ
ら
れ

た
。
中
里
の
次
ぎ
の
川
屋
敷
か
ら
は
平
泉
村
に
属

す
る
。
平
泉
村
に
入
る
と
、
急
に
あ
た
り
の
風
物

は
み
す
ば
ら
し
く
な
つ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
農
村

の
貧
し
さ
を
物
語
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
佐
野
、
祇

園
を
過
ぎ
平
泉
駅
に
着
く
、
駅
前
の
茶
店
に
手
廻

り
品
を
預
け
て
、
ま
た
バ
ス
に
乗
り
込
む
。
桜
並

木
の
新
道
を
十
分
ほ
ど
走
つ
て
、
中
尊
寺
前
で
バ

ス
を
降
り
る
。
降
り
た
と
こ
ろ
が
月
見
坂
の
上
り

口
で
あ
つ
た
。
あ
た
り
に
は
、
あ
や
し
い
農
家
が

一
。
二
軒
半
ば
鎖
し
た
ま
ま
で
ひ
そ
ま
り
返
つ
て

ゐ
る
ば
か
り
で
、
雨
に
し
め
つ
た
赤
土
道
に
桜
若

葉
が
薫
つ
て
ゐ
た
。
五
月
三
十
日
の
朝
の
空
気
は

さ
わ
や
か
で
あ
つ
た
。

「奥
の
細
道
」
に
は
、　
一
関
に
一
宿
の
こ
と
を

し
る
し
て
ゐ
な
い
。
曽
良
の
日
記
に
よ
つ
て
そ
れ

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
旧
暦
五
月
十
三
日
巳
の

刻
に
一
関
を
発
つ
た
芭
蕉
は
、
正
午
近
く
平
泉
に

着
い
た
。

「奥
の
細
道
」
に
は

「戸
伊
摩
と
い
ふ

所
に
一
宿
し
て
平
泉
に
到
る
」
と
一
気
に
書
き
く

だ
し
て
、
「そ
の
間
二
十
余
里
ほ
ど
と
お
ぼ
ゆ
」
と

結
ん
だ
。　
一
関
に
つ
い
て
は
特
記
す
べ
き
何
物
も

な
い
。
よ
つ
て
此
れ
を
省
い
て
、
平
泉
の
地
名
を

あ
げ
た
の
で
あ
る
。
平
泉
の
地
名
を
あ
げ
た
の
は
、

次
に

「
三
代
の
栄
燿

一
睡
の
中
に
し
て
」
云
々
を

叙
せ
む
が
た
め
の
伏
線
で
あ
る
。
平
泉
に
は
泊
ら

な
か
つ
た
か
ら
、

「到
る
」
と
い
つ
て

「宿
る
」

と
は
言
は
ぬ
。
そ
し
て
「
一
宿
し
て
」
「到
る
」
と

極
め
て
巧
み
に
言
葉
の
使
ひ
わ
け
を
し
て
を
る
。

そ
し
て
、
ま
た

「そ
の
間
二
十
余
里
」
と
受
け
た

と
こ
ろ
の
行
文
の
妙
を
味
ふ
べ
き
で
あ
る
。

「そ

の
間
」
は

「心
細
き
長
沼
に
そ
う
て
」
以
下
の
文

を
受
け
て
ゐ
る
。
こ
の
文
は
ま
た

「明
れ
ば
叉
し

ら
ぬ
道
ま
よ
ひ
行
く
」
か
ら
以
下
に
連
な
つ
て
ゐ

る
。
つ
ま
り
内
容
的
に
は
石
巻
か
ら
平
泉
ま
で
、

途
中
登
米
で
一
宿
し
て
漸
く
到
り
着
い
た
と
述
べ

た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
間
」
は
当
然
、
こ
の
石
巻

か
ら
平
泉
ま
で
の
間
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
解
す
べ

き
で
あ
ら
う
。
　
フ
」
の
間
」
を
石
巻
か
ら
平
泉
の

間
と
解
す
る
ほ
か
に
、
こ
れ
を
松
島
か
ら
平
泉
ま

で
の
間
と
解
し
よ
う
と
す
る
説
が
あ
る
Ю
こ
れ
は
、



「十
二
日
平
泉
と
心
ざ
し
」
以
下

「平
泉
に
到
る
」

ま
で
の
全
段
を

「
こ
の
間
」
で
受
け
た
と
見
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
文
の
構
成
上
か
ら
言
つ
て
、

石
巻
を
出
て
平
泉
に
到
る
間
を

「
こ
の
間
」
で
受

け
て
ゐ
る
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
曽
良
の
日

記
に
書
き
留
め
た
里
数
で
言
へ
ば
、
石
巻
か
ら
平

泉
ま
で
二
十
里
、
松
島
か
ら
だ
と
二
十
七
里
で
あ

ス
つ
。附

記
。
前
回
の
文
中
、
「
涌
谷
」

に

「
わ
く
た

に
」
と
振
り
仮
名
し
た
の
を
、
東
北
大
学
の

一扇
畑
忠
雄
氏
か
ら

「
わ
く
や
」
と
訂
す
べ
き

だ
と
い
ふ
注
意
を
受
け
た
。
東
北
地
方
の
地

名
に
は

「
谷
」
を

「
や
」
と
訓
ま
す
場
合
が

多
い
や
う
だ
。
扇
畑
氏
に
謝
意
を
表
す
る
と

共
に
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。

―
大
阪
大
学
教
授
　
文
学
博
士
―




