
『
お
く
の
ほ
そ
道
』「
市
振
の
章
」
と
虚
実

杉
田

美
登

要
旨松

尾
芭
蕉
の
紀
行
文
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
い
て
、
多
く
の
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
う
ち
こ
こ
こ
で
は
、
人
物
の
配
置
に
注
目
し
、「
市
振
の
章
」
に
お
け
る
「
遊

女
」
の
登
場
が
、
虚
構
か
事
実
か
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
た
。

は
じ
め
に

芭
蕉
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
目
前
に
控
え
た
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
正
月

上
旬
に
、
伊
賀
上
野
の
友
人
で
酒
造
業
の
窪
田
猿
雖
に
宛
て
た
書
簡
に
、「
こ
と
し
の
た
び

は
や
つ
し
や
つ
し
て
こ
も
か
ぶ
る
べ
き
心
が
け
に
て
御
坐
候
。
其
上
能
道
づ
れ
、
堅
固
の

修
業
、
道
の
風
雅
の
乞
食
尋
出
し
、
隣
庵
に
朝
夕
か
た
り
候
而
此
僧
に
さ
そ
は
れ
、
こ
と

し
も
わ
ら
じ
に
て
と
し
を
く
ら
し
可
申
と
、
う
れ
し
く
た
の
も
し
く
、」
と
記
し
て
い
る
。

旅
は
路
通
に
誘
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
路
通
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）『
の
ざ
ら
し

紀
行
』
の
旅
に
お
い
て
、
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
松
本
に
て
『
徒
然
草
』
の
講
釈
を
し
て
い
た

隠
者
で
あ
っ
た
。
路
通
は
芭
蕉
を
慕
い
、
ま
も
な
く
芭
蕉
庵
の
と
な
り
に
越
し
て
き
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
元
禄
二
年
閏
正
月
二
十
日
付
島
金
右
衛
門
宛
書
簡
で
、
路
通
は
「
十
七

日
上
方
へ
登
り
候
と
て
、
夜
前
江
戸
よ
り
愚
庵
音
信
御
座
候
而
、
残
多
千
歳
之
愁
、
昨
日

よ
り
泪
落
し
か
ち
に
て
茫
々
前
と
あ
き
れ
た
る
計
ニ
御
座
候
」
と
記
し
て
い
る
。
約
束
が

反
故
に
さ
れ
た
悔
し
さ
と
信
頼
が
一
度
に
崩
れ
、
憤
懣
や
る
か
た
な
い
気
持
ち
が
率
直
に

表
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
か
ら
当
初
の
同
行
予
定
者
路
通
か
ら
急
遽
曽
良
に
代
わ
っ
た
理

由
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
で
は
知
り
得
な
い
驚
く
べ
き
事
実
が
、
近
年

に
な
っ
て
も
、
新
出
書
簡
や
新
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
全
章
を
通
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
登
場
が
目

を
引
く
。
男
性
で
は
日
光
の
仏
五
左
衛
門
・
仙
台
の
画
工
加
右
衛
門
・
福
井
の
等
栽
の
三

人
で
あ
り
、
女
性
で
は
那
須
野
の
少
女
か
さ
ね
・
福
井
の
等
栽
の
老
妻
、
そ
し
て
問
題
視

さ
れ
続
け
て
い
る
の
が
、
市
振
に
お
け
る
二
人
ば
か
り
の
遊
女
の
登
場
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
「
市
振
」
の
章
に
お
け
る
、
伊
勢
詣
で
の
遊
女
を
取
り

あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
証
す
る
。

一
、
花
を
配
し
た
三
人
の
女
性

那
須
野
の
少
女
に
は
「
か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
な
る
べ
し

曽
良
」、
当
時
と
し
て

は
一
般
に
知
ら
れ
な
い
珍
し
い
花
、「
八
重
撫
子
」
を
素
材
と
し
て
宛
て
て
い
る
。
福
井
に

お
い
て
は
、
隠
士
等
栽
の
老
妻
を
「
あ
や
し
の
小
家
に
、
夕
貌
・
へ
ち
ま
の
は
え
か
ゝ
り

て
、
鶏
頭
・
は
ゝ
木
々
に
戸
ぼ
そ
を
か
く
す
。
さ
て
は
、
此
の
う
ち
に
こ
そ
と
門
を
叩
ば
、

侘
し
げ
な
る
女
の
出
て
」
と
隠
士
に
ふ
さ
わ
し
い
た
た
ず
ま
い
を
紹
介
し
、
夕
貌
・
へ
ち

ま
・
鶏
頭
・
は
ゝ
木
々
を
配
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
成
人
女
性
の
登
場
が
「
市
振
の
章
」
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
市
振
の
旅
籠
で
同

宿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
遊
女
と
の
邂
逅
を
、「
一
家
に
遊
女
も
ね
た
り
萩
と
月
」
と
萩
を
配



し
て
詠
ん
で
い
る
。
何
れ
も
女
性
に
花
を
配
し
た
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の

三
章
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、「
那
須
野
」
に
お
け
る
少
女
「
か
さ
ね
」
と
の
出
会
い
が
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
か
ど
う

か
で
あ
る
。
芭
蕉
は
四
月
三
日
に
大
田
原
か
ら
黒
羽
に
至
り
、
十
三
泊
十
四
日
滞
在
し
た
。

こ
こ
は
一
万
八
千
石
大
関
藩
の
士
翠
桃
（
鹿
子
畑
豊
明
）
と
そ
の
兄
桃
雪
（
館
代
の
浄
法

寺
圖
書
高
勝
）
が
い
て
、
彼
ら
を
訪
ね
る
際
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
曽
良
の
『
旅
日
記
』

に
よ
れ
ば
「
翠
桃
宅
、
ヨ
ゼ
ト
云
所
也
ト
テ
、
弐
十
丁
程
ア
ト
ヘ
モ
ド
ル
也
」
と
記
し
、

訪
問
先
が
「
翠
桃
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
芭
蕉
は
翠
桃
の
身
分
か
ら
考
え

て
城
郭
の
地
に
住
ま
い
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
城
と
は
反
対
の
那
珂
川
を

挟
ん
だ
「
余
瀬
」
に
住
ま
い
す
る
こ
と
を
聞
き
、
後
戻
り
を
し
て
辿
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

よ

ぜ

る
。「
翠
桃
宅
、
ヨ
ゼ
ト
云
所
也
ト
テ
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
旧
知
の
関
係
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
直
接
指
導
し
た
こ
と
を
表
す
資
料
は
な
い
。
し
か
し
、
桃
雪

・
翠
桃
と
芭
蕉
の
俳
号
の
桃
青
の
一
文
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
想
像
さ
れ
る
。
彼
ら

は
藩
の
政
争
の
た
め
に
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
か
ら
、
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
ま
で

江
戸
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
と
き
芭
蕉
に
師
事
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

芭
蕉
が
深
川
に
越
し
て
く
る
の
は
延
宝
八
年
冬
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
日
本
橋
小
田
原
町

時
代
の
門
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翠
桃
と
芭
蕉
の
関
係
と
し
て
、
貞
享
四
年
十
月
、『
笈

の
小
文
』
に
旅
立
つ
際
、
諸
家
か
ら
の
餞
別
吟
『
句
餞
別
』
に
、
翠
桃
の
「
霜
踏
ん
で
月

を
お
ひ
ゆ
く
草
枕
」
の
一
句
が
入
集
さ
れ
、
風
雅
の
旅
の
門
出
を
祝
う
気
持
ち
が
う
か
が

え
る
。

芭
蕉
は
旅
の
疲
労
が
重
な
る
う
え
那
須
野
の
道
に
迷
い
困
惑
し
、
草
刈
る
男
に
懇
願
し

た
と
こ
ろ
、
親
切
に
も
「
此
馬
の
と
ど
ま
る
所
に
て
馬
を
返
し
給
へ
」
と
貸
し
て
く
れ
た
。

日
光
以
後
の
こ
と
で
、
大
田
原
の
城
下
か
ら
蛇
尾
川
（
じ
ゃ
び
が
わ
）
を
過
ぎ
た
辺
り
か

さ

び

が

わ

ら
黒
羽
間
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
場
の
特
定
は
で
き
な
い
。
芭
蕉
は
「
ち
い
さ

き
者
ふ
た
り
、
馬
の
跡
し
た
ひ
て
は
し
る
。
独
は
小
姫
に
て
、
名
を
か
さ
ね
と
云
。」
と
記

し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
に
基
づ
い
た
こ
と
で
あ
り
、
真
蹟
懐
紙
に
「
か
せ
ね
を
賀
す
」

と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

み
ち
の
く
行
脚
の
時
、
い
づ
れ
の
里
に
か
あ
ら
む
、
賤
が
こ
む
す
め
の
六
ツ
ば
か
り

と
お
ぼ
し
き
が
、
い
と
さ
ゝ
や
か
に
て
、
ゑ
も
い
は
ず
を
か
し
か
り
け
る
を
、
名
を

い
か
に
い
ふ
と
ゝ
へ
バ
、
か
さ
ね
と
こ
た
ふ
。
い
と
興
有
名
な
り
。
都
の
方
に
て
ハ

ま
れ
に
も
き
ゝ
侍
ざ
り
し
に
、
い
か
に
伝
て
何
を
か
さ
ね
（

重

ふ
）
と
い
ふ
に
や
あ

か
さ
ね

ら
ん
我
に
子
あ
ら
ば
、
此
名
を
得
さ
せ
ん
と
、
道
づ
れ
な
る
人
に
た
は
ぶ
れ
侍
し
を

思
ひ
い
で
て
、
こ
の
た
び
お
も
は
ざ
る
ゑ
ん
に
ひ
か
れ
て
、
国
名
付
け
り
。

賀
重

い
く
春
を
か
さ
ね
か
さ
ね
の
花
ご
ろ
も

し
は
よ
る
ま
で
の
老
も
み
る
べ
く

元
禄
三
年

山
人
芭
蕉
翁

と
あ
り
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
終
え
た
元
禄
三
年
に
、
国
分
山
の
幻
住
庵
で
四
月
六
日
か

ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
滞
在
し
た
が
、
そ
の
お
り
の
染
筆
と
さ
れ
、
陸
奥
の
旅
を
思
い
出

し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
曽
良
は
何
も
記
し
て
い
な
い
が
、
那
須
野
に
お
け
る
少
女
「
か

さ
ね
」
と
の
出
会
い
は
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
等
栽
の
妻
で
あ
る
。
芭
蕉
が
等
栽
を
訪
ね
た
と
き
「
い
づ
く
よ
り
わ
た
り
給
ふ
道



心
の
御
坊
に
や
。
あ
る
じ
は
、
此
あ
た
り
何
が
し
と
云
も
の
ゝ
方
に
行
ぬ
。
も
し
用
あ
ら

ば
尋
給
へ
」
と
応
対
し
て
い
る
が
、
芭
蕉
は
「
か
れ
が
妻
な
る
べ
し
と
し
ら
る
。
む
か
し

物
が
た
り
に
こ
そ
、
か
ゝ
る
風
情
は
侍
れ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』「
夕

顔
」
の
巻
が
出
典
と
さ
れ
る
。

光
源
氏
が
夢
に
見
た
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
と
夕
顔
の
枕
上
に
、「
い
と
を
か
し
げ
な
る

女
」（
た
い
そ
う
美
し
い
女
）
が
源
氏
に
恨
み
言
を
述
べ
、
夕
顔
を
つ
か
ま
え
て
起
こ
そ
う

と
す
る
。
源
氏
は
目
を
覚
ま
す
が
、
灯
は
消
え
暗
闇
の
な
か
で
時
が
移
る
。
随
身
に
弦
打

ち
さ
せ
る
一
方
で
右
近
は
気
分
が
悪
く
伏
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
滝
口
が
紙
燭
を
持
参
す

る
と
、
夕
顔
の
枕
上
に
夢
に
現
れ
た
女
と
そ
っ
く
り
の
容
貌
の
女
が
、
幻
と
な
っ
て
現
れ

て
は
ふ
っ
と
消
え
て
し
ま
う
。
六
条
御
息
所
の
生
き
霊
で
あ
る
。「
昔
の
物
語
な
ど
に
こ
そ

か
か
る
風
情
は
侍
れ
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。

芭
蕉
は
等
栽
の
年
老
い
た
妻
の
容
貌
を
、
六
条
御
息
所
の
生
き
霊
と
二
重
写
し
に
し
て
、

「
む
か
し
語
が
た
り
に
こ
そ
、
か
ゝ
る
風
情
は
侍
れ
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
芭
蕉

は
そ
こ
に
老
女
の
若
か
り
し
頃
の
美
し
さ
を
連
想
し
つ
つ
、
老
妻
の
現
在
の
姿
を
目
の
当

た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
六
条
御
息
所
の
よ
う
な
美
貌
を
兼
ね
て
い
た
で
あ
ろ

う
が
、
今
は
老
い
衰
え
霊
の
如
く
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
凄
ま
じ
い
化
け
物
の

形
相
で
、
毛
嫌
い
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
見
失
礼
な
言
い
方
に
聞
こ
え
る
が
、
こ
の

表
現
は
む
し
ろ
愛
着
心
を
込
め
た
芭
蕉
の
独
特
な
表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
仏
御
五

左
衛
門
・
支
考
・
浄
求
へ
の
人
物
表
現
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
等
栽
は
芭
蕉

に
誘
わ
れ
て
老
齢
な
が
ら
も
福
井
か
ら
敦
賀
ま
で
随
行
し
て
い
る
。

元
禄
三
年
七
月
の
「
几
右
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
が
滞
在
す
る
幻
住
庵
に
等
栽
（
哉
）
、

き
ゆ
う
に
つ
き

凡
兆
・
越
人
が
一
同
に
会
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
等
哉
は
、「
越
人
と
同
じ
く
訪
合
て
、
蓮

の
実
の
供
に
飛
入
庵
か
な
」
と
詠
ん
で
い
て
、
福
井
か
ら
京
都
の
旅
も
果
た
し
て
い
た
。

そ
の
十
年
の
後
、
等
栽
は
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
て
い
た
が
老
妻
は
存
命
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
『
摩
詰
庵
入
日
記
』（
元
禄
十
三
年
・
吉
井
雲
鈴
著
）
に
雲
鈴
が
等
栽
を
尋
ね
た
と

ま
き
つ
あ
ん
い
り
に
つ
き

よ
し
い
う
ん
れ
い

き
、「
可
壽
（
等
栽
）
が
宅
に
至
る
。
先
年
翁
に
宿
か
し
た
る
老
人
も
、
身
ま
か
り
た
る
と

語
る
。」
と
あ
り
、
等
栽
が
死
去
し
て
い
た
こ
と
を
雲
鈴
に
告
げ
て
い
る
。
雲
鈴
は
も
と
南

部
藩
士
で
あ
っ
た
が
、
致
仕
し
て
僧
と
な
り
、
支
考
の
門
に
後
に
許
六
門
に
入
っ
て
も
い

て
越
後
・
佐
渡
に
蕉
風
を
伝
播
し
出
雲
崎
で
客
死
し
た
人
物
で
あ
る
。

で
は
、
市
振
の
遊
女
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
考
察
を
し
て
み
る
。

「
市
振
」
に
お
け
る
遊
女
と
の
出
会
い
を
本
文
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

け
ふ
親
し
ら
ず

な
ど
と
い
ふ

こ
え
て

今
日
は
親
し
ら
ず
・
子
し
ら
ず
・
犬
も
ど
り
・
駒
返
し
な
ど
云
北
国
一
の
難
所
を
越

こ
ま
が
え

枕
引
よ
せ
寝

ひ
と
間
へ
た
て
ゝ
に
し
の
方
に

て
、
つ
か
れ
侍
れ
ば
、
枕
引
よ
せ
て
寝
た
る
に
、
一
間
隔
て
面
の
方
に
、
若
き
女
の

い
ね

わ
か
き

聞
ゆ
。

と
し

こ
ゑ

物
か
た
り

聞
ば

声
二
人

計

と
き
こ
ゆ
。
年
老
た
る
を
の
こ
の
声
も

交

て
物
語
す
る
を
き
け
ば
、
越

ば
か
り

ま
じ
り

と
い
ふ

な
り
し
。

迄
お
の
こ
送
り

後
の
国
新
潟
と
云
所
の
遊
女
成
し
。
伊
勢
参
宮
す
る
と
て
、
此
関
ま
で
を
の
こ
の
送

明
日
は
ふ
る
さ
と
へ
か
へ
る
文

こ
と
つ
て

り
て
、
あ
す
は
古
郷
に
か
へ
す
文
し
た
ゝ
め
て
、
は
か
な
き
言
伝
な
ど
し
や
る
也
。

ふ
る
さ
と

し
ら
な
み

船
を

よ
を



白
浪
の
よ
す
る

汀

に
身
を
は
ふ
ら
か
し
、
あ
ま
の
こ
の
世
を
あ
さ
ま
し
う
下
り
て
、

な
ぎ
さ

も
の
い
ふ
を
聞
く
聞
く

定
め
な
き
契
、
日
々
の
業
因
、
い
か
に
つ
た
な
し
と
、
物
云
を
き
く
き
く
寝
入
て
、

あ
し
た

立
つ

あ
し
た
旅
立
つ
に
、
我
々
に
む
か
ひ
て
、「
行
衛
し
ら
ぬ
旅
路
の
う
さ
、
あ
ま
り
覚
束

ゆ
く
ゑ

た
び
ぢ

な
ふ

あ
と

な
う
悲
し
く
侍
れ
ば
、
見
え
が
く
れ
に
も
御
跡
を
し
た
ひ
侍
ん
。
衣
の
上
の
御
情
に

大
慈
の
御
め
ぐ
み

な
み
だ

大
慈
の
め
ぐ
み
を
た
れ
て
結
縁
せ
さ
せ
給
へ
」
と

泪

を
落
す
。
不
便
の
事
に
は
侍
れ

な
み
だ

ふ
べ
ん

わ
れ
わ
れ
は

泊
る
方
お
ほ
し
。

ど
も
、「
我
々
は
所
々
に
て
と
ゞ
ま
る
方
お
ほ
し
。
只
人
の
行
に
ま
か
せ
て
行
べ
し
。

必
恙
な
か
る
べ
し

い
ひ
捨
て
出
つ
ゝ
哀
さ
し
ば
し

神
明
の
加
護
、
か
な
ら
ず

恙

な
か
る
べ
し
」
と
、
云
捨
て
出
つ
ゝ
、
哀
さ
し
ば
ら
く

つ
つ
が

止
さ
り
け
ら
し
。

や
ま
ざ
り
け
ら
し
。

寝
た
り

一
家
に
遊
女
も
ね
た
り
萩
と
月

曽
良
に
か
た
れ
ば
、
書
と
ゞ
め
侍
る
。
（
『
鳥
の
道
』
に
は
こ
の
「
曽
良
に
か
た
れ
ば
」

の
一
行
な
し
。）
本
文
の
右
の
行
は
『
鳥
の
み
ち
』
で
あ
る
。

芭
蕉
が
曽
良
に
記
す
よ
う
に
指
示
し
た
と
す
る
が
、
『
旅
日
記
』
に
記
載
は
な
い
。
『
お

く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
終
え
て
友
人
知
己
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
門
人
間
に
お
い
て
も
こ
の
話
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
旅
の
後
で
最
も
早
く
成
立
し
た
『
俳
諧
勧
進
帳
』（
路
通
編
・
元
禄
四
年
刊
）
に
も

見
ら
れ
な
い
。
ま
た
『
ひ
る
ね
の
種
』
荷
兮
編
・
元
禄
七
年
刊
に
お
い
て
「
一
年
芭
蕉
越

路
に
い
た
り
、
古
き
名
所
を
尋
て
月
の
十
句
を
或
人
か
た
り
け
れ
ど
、
過
行
く
年
月
の
ほ

ど
経
て
覚
束
な
し
。
耳
の
底
僅
に
の
こ
る
を
三
四
句
し
る
し
と
め
ぬ
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

門
人
達
に
市
振
の
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
形
跡
が
な
く
、
こ
の
集
に
も
句
は
入
集
さ
れ
て

い
な
い
。

こ
の
「
一
家
に
」
の
句
が
初
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、『
鳥
の
み
ち
』
（
玄
梅
遍
元
禄
十
年

刊
）、『
泊
船
集
』（
風
国
編
・
元
禄
十
一
年
刊
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』

と
ほ
ぼ
同
文
で
は
あ
る
が
、
異
同
が
見
ら
れ
推
敲
途
中
の
よ
う
で
も
あ
る
。
編
者
石
岡
玄

梅
は
芭
蕉
か
ら
素
觴
子
の
号
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、『
泊
船
集
』
の
編
者
風
国
は
、
芭
蕉
の

そ
し
よ
う
し

句
を
網
羅
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
人
物
で
、
芭
蕉
と
近
い
間
柄
の
人
物
で
あ
る
。

芭
蕉
直
筆
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
曽
良
（
越
後
屋
の
関
係
者
利
牛
と
も
い
わ
れ
る
。）

が
写
し
、
こ
れ
に
芭
蕉
が
加
筆
し
た
も
の
を
、
元
禄
七
年
に
書
家
の
柏
木
素
龍
に
よ
っ
て

柿
衛
本
・
西
村
本
の
二
本
が
書
か
れ
て
い
る
。『
鳥
の
み
ち
』
が
こ
れ
ら
と
比
較
し
て
細
か

な
点
に
異
同
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
誤
写
も
否
定
で
き
な
い
が
、
素
龍
が
清
書
す
る
以
前
の

推
敲
過
程
の
段
階
で
批
見
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
が
刊
行
さ
れ
一

般
に
流
布
す
る
の
は
、『
誹
諧
書
籍
目
録
』
に
よ
る
と
元
禄
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

二
、
物
語
の
姿
も
一
集
に
は
あ
る
べ
き
も
の

「
市
振
の
章
」
は
、
従
来
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
と
さ
れ
つ
つ
も
、
遊
女
が
伊
勢
参
り
の
旅
に



納
得
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
は
、

『
さ
る
ミ
の
集
』
撰
し
候
而
は
、
翁
へ
内
ら
ん
ニ
入
候
処
ニ
、
古
キ
草
紙
・
物
語
の

事
な
ど
お
も
ひ
よ
せ
候
発
句
少
く
候
と
て
、

粽
巻
片
手
に
は
さ
む
む
か
ふ
が
ミ

此
も
『
源
氏
』
の
内
よ
り
お
も
ひ
よ
せ
ら
れ
候
。
如
此
ニ
も
、
同
門
ノ
内
ニ
も
嫌
申

候
人
も
候
へ
ど
も
、
翁
如
此
ニ
て
、
た
ゞ
人
に
よ
り
て
す
ゝ
め
た
く
候
。
第
一
ハ
、

其
レ
に
心
付
候
ヘ
バ
、
句
体
ニ
ふ
る
び
付
申
候
。
ふ
る
び
付
候
は
、
俳
諧
第
一
の
病

ニ
て
候
。（
元
禄
七
年
五
月
十
三
日
付
、
浪
化
宛
去
来
書
簡
）

「
古
キ
草
紙
・
物
語
の
事
な
ど
」
を
用
い
る
こ
と
を
す
す
め
、
常
に
新
し
い
趣
向
を
取

り
入
れ
る
べ
き
で
、
従
来
の
誹
諧
の
通
り
株
を
守
る
な
ら
ば
、「
ふ
る
び
付
候
は
、
俳
諧
第

一
の
病
ニ
て
候
」
と
述
べ
る
。

五
月
の
節
句
を
控
え
、
若
い
女
性
が
笹
の
葉
を
巻
い
て
餅
米
を
入
れ
、
藺
草
で
結
ん
で

粽
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
髪
が
額
に
垂
れ
か
か
っ
た
た
め
、
片
手
で
結
び

か
け
た
粽
を
持
ち
な
が
ら
、
も
う
片
方
の
手
で
髪
を
耳
の
後
ろ
に
か
い
な
で
る
さ
ま
を
仕

立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
王
朝
の
世
界
か
ら
は
遠
く
、
近
世
社
会
の
端
午
の
節
句
を

迎
え
る
庶
民
の
日
常
が
あ
り
、
艶
や
か
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

同
趣
旨
の
こ
と
は
、

粽
結
ふ
片
手
に
は
さ
む
額
か
み

こ
の
句
も
の
が
た
り
の
体
と
也
。
去
来
集
撰
の
時
、
先
師
の
方
よ
り
い
ひ
送
ら
れ

し
は
、「
物
語
り
の
姿
も
一
集
に
は
あ
る
べ
き
も
の
と
て
贈
る
」
と
也
。

（
『
三
冊
子
』
服
部
土
芳
著
・
安
永
五
年
蘭
更
編
）

と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
去
来
抄
』（
向
井
去
来
著
・
暁
台
序
。
井
上
士
朗
跋
・
安
永
四

年
（
一
七
七
五
）
刊
）
に
も
、

浪
化
曰
、「
今
の
俳
諧
に
物
語
等
を
用
る
事
は
い
か
が
」。

去
来
曰
、
「
お
な
じ
く
は
、
一
巻
に
一
二
句
は
あ
ら
ま
ほ
し
。
猿
蓑
の
、
待
人
入
し

小
御
門
の
か
ぎ
も
、
門
守
の
翁
な
り
。
此
撰
集
の
時
『
物
語
等
の
句
少
な
し
』
と
て
、

粽
結
ふ
、
と
の
句
を
作
し
て
入
れ
給
へ
り
」。

と
あ
る
。
去
来
と
土
芳
は
芭
蕉
の
直
門
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
元
禄
七
年
五
月
十
三
日
、

浪
化
宛
去
来
書
簡
に
よ
る
も
の
で
芭
蕉
が
、
上
方
に
向
か
っ
た
最
後
の
旅
に
あ
た
る
。

そ
し
て
元
禄
七
年
閏
五
月
十
八
日
付
、
去
来
宛
芭
蕉
書
簡
に
よ
れ
ば
、「
拙
者
先
月
十
三
日

江
戸
を
出
歩
、
道
中
水
な
ど
に
被
障
、
名
古
屋
に
二
日
計
逗
留
、
旧
里
へ
二
十
九
日
に
上

着
」
と
あ
り
、
芭
蕉
が
江
戸
を
発
っ
た
日
に
当
た
る
の
で
、
こ
の
時
の
芭
蕉
の
俳
諧
観
と

考
え
て
よ
い
。

三
、『
撰
集
抄
』「
江
口
の
遊
女
」
の
面
影
付
け
か

『
お
く
の
ほ
そ
道
』「
市
振
の
章
」
で
は
「
白
浪
の
よ
す
る
汀
に
身
を
は
ふ
ら
か
し
、
あ

ま
の
こ
の
世
を
あ
さ
ま
し
う
下
り
て
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
章
は
『
撰
集
抄
』
巻
九
第

八
話
に
お
け
る
「
江
口
遊
女
事
」
を
典
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
白
浪
の
」
の
歌
は
見

当
た
ら
な
い
。

白
浪
の
よ
す
る
な
ぎ
さ
に
よ
を
す
ぐ
す
海
女
の
子
な
れ
ば
や
ど
も
さ
だ
め
ず

海
女
詠

（
『
和
漢
朗
詠
集
』「
遊
女
」）

ま
た
、



し
ら
浪
の
よ
す
る
な
ぎ
さ
に
よ
を
つ
く
す
あ
ま
の
こ
な
れ
ば
宿
も
さ
だ
め
ず

（
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
「
雑
歌
下
」
）

と
あ
る
が
、
遊
女
に
注
目
す
る
と
『
和
漢
朗
詠
集
』「
遊
女
」
が
典
拠
と
な
ろ
う
。

芭
蕉
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）『
猿
蓑
』
撰
で
、
歌
仙
一
巻
の
う
ち
に
も
恋
の
句
は
あ

る
べ
き
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ま
で
の
旅
に
お
い
て
遊
女
の
一
行
に

出
会
っ
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
を
指
摘
し
、
例
え
ば
、
山
中
温
泉
で
の
「
馬
か
り
て
」
歌
仙

に
お
け
る
曽
良
の
付
け
句
「
遊
女
四
五
人
田
舎
わ
た
ら
ひ
」
は
、
何
れ
か
の
旅
で
見
聞
き

し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
が
、霰

降
左
の
山
は
菅
の
寺

北
枝

遊
女
四
五
人
田
舎
わ
た
ら
ひ

曽
良

落
書
に
恋
し
き
君
が
名
も
有
て

翁

（
『
卯
辰
集
』
北
枝
編
・
句
空
序
・
元
禄
四
年
刊
）

で
あ
る
。
曽
良
が
ど
こ
で
遊
女
の
グ
ル
ー
プ
を
見
た
か
資
料
も
な
く
、
漠
然
と
し
た
も
の

で
あ
る
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
全
体
の
章
で
、
架
空
の
人
物
の
登
場
は
見
ら
れ
ず
、
遊
女
の

登
場
は
こ
こ
越
中
の
国
市
振
（
実
際
は
越
後
国
）
の
み
で
あ
る
。
元
禄
四
年
『
猿
蓑
』
に

「
物
語
の
姿
も
一
集
に
は
あ
る
べ
き
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
フ
イ
ク

シ
ョ
ン
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ど
う
し
て
も
こ
の
遊
女
の
「
伊
勢
詣
」
に
、
違
和
感
を

消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

次
に
出
典
と
な
る
西
行
の
『
撰
集
抄
』
と
、「
市
振
の
章
」
に
お
け
る
遊
女
と
の
邂
逅
を

検
討
し
て
み
た
い
。『
撰
集
抄
』
巻
九
第
八
話
「
江
口
の
遊
女
」
で
は
、
西
行
が
九
月
二
十

日
あ
ま
り
の
頃
江
口
を
通
り
か
か
り
、
叢
時
雨
の
晴
れ
間
を
待
つ
間
と
遊
女
に
雨
宿
り
を

求
め
る
が
許
す
様
子
は
な
い
。
問
答
の
末
に
遊
女
は
一
夜
の
宿
り
を
許
し
、
前
世
か
ら
の

宿
習
を
嘆
き
、
夕
べ
に
今
夜
に
、
暁
に
出
家
を
遂
げ
よ
う
と
心
が
募
る
も
、「
雪
山
の
鳥
」

の
心
地
が
し
て
、
出
家
で
き
ず
に
い
る
悲
し
み
を
訴
え
る
。
場
は
江
口
の
遊
女
の
家
の
こ

と
で
あ
る
。

一
方
「
市
振
の
章
」
で
は
、
場
の
設
定
が
市
振
の
旅
籠
（
桔
梗
屋
と
さ
れ
る
）
で
あ
る
。

一
間
隔
て
た
面
の
方
に
伊
勢
参
宮
す
る
越
後
の
国
新
潟
と
い
う
と
こ
ろ
の
遊
女
で
、
二
人

ば
か
り
の
若
い
女
の
声
が
聞
こ
え
る
。
新
潟
か
ら
送
っ
て
き
た
男
と
の
会
話
で
あ
る
。
芭

蕉
は
疲
れ
た
身
で
「
枕
引
き
よ
せ
て
」
寝
な
が
ら
聞
く
と
も
な
く
耳
に
す
る
と
い
う
邂
逅

で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
向
か
い
合
っ
た
直
接
の
会
話
で
は
な
い
。「
白
浪
の
よ
す
る
汀
に
身

を
は
ふ
ら
か
し
あ
ま
の
」
（
こ
な
れ
は
宿
を
定
め
す
）
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
「
遊
女
」
の
歌

を
引
用
し
、
遊
女
達
の
会
話
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
聞
こ
え
て
く
る
会
話
は
「
こ

の
世
を
あ
さ
ま
し
く
下
り
て
、
定
め
な
き
契
、
日
々
の
業
因
い
か
に
つ
た
な
し
と
」
と
身

の
不
運
を
嘆
く
遊
女
の
哀
れ
さ
を
醸
し
出
す
。

場
の
設
定
に
つ
い
て
は
西
行
が
江
口
で
あ
り
、
遊
女
の
家
に
お
け
る
直
接
の
会
話
で
あ

る
の
に
対
し
、「
市
振
の
章
」
で
は
旅
籠
の
一
間
隔
て
た
部
屋
で
、
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
遊
女
と
の
会
話
は
翌
朝
の
旅
立
と
う
と
す
る
時
で
、『
撰
集
抄
』
の
西
行

の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
き
わ
め
て
短
時
間
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
遊
女

を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
撰
集
抄
』
の
面
影
（
俤
）
と
な
っ
て
い
る
。

『
撰
集
抄
』
で
は
江
口
の
遊
女
が
「
家
を
い
づ
る
人
と
し
き
け
ば
」
と
断
り
つ
つ
も
、

一
晩
中
語
り
明
か
し
て
再
会
を
約
束
し
て
別
れ
る
。
そ
の
後
、
逢
う
機
会
を
逸
し
て
い
る



う
ち
、
遊
女
か
ら
使
者
に
託
さ
れ
た
手
紙
に
、
遊
女
は
自
ら
悟
り
を
求
め
出
家
し
た
こ
と

を
知
る
。
「
髪
お
ろ
し
衣
の
色
は
そ
め
ぬ
る
に
な
を
つ
れ
な
き
は
心
成
り
け
り
」
、
出
家
を

し
て
墨
染
め
に
な
り
ま
し
た
の
に
、
仏
道
心
が
思
う
よ
う
に
染
ま
り
ま
せ
ん
と
記
し
て
あ

っ
た
。
こ
れ
を
見
た
西
行
は
涙
を
袂
に
受
け
か
ね
て
、
遊
女
の
偉
大
さ
に
感
心
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
市
振
の
遊
女
で
は
、
直
接
芭
蕉
に
二
つ
の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
は
「
行
衛
し
ら
ぬ
旅
路
の
う
さ
、
あ
ま
り
覚
束
な
う
悲
し
く
侍
れ
ば
、
見
え
が
く
れ
に

も
御
跡
を
し
た
ひ
侍
ん
。」
と
伊
勢
詣
に
同
行
の
願
い
で
あ
り
、
二
つ
目
が
「
衣
の
上
の
御

情
に
、
大
慈
の
め
ぐ
み
を
た
れ
て
、
結
縁
せ
さ
せ
給
へ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉

と
曽
良
が
僧
形
で
あ
っ
た
た
め
に
僧
侶
と
思
い
込
み
、
仏
道
に
入
る
縁
を
結
ば
せ
て
欲
し

い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
詣
は
我
が
国
固
有
の
神
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
結
縁
は
仏
教

の
仏
菩
薩
信
仰
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
体
で
あ
っ
た
当
時
の
神
仏
混
淆
の
姿
が
伺
え
る
。

四
、
古
歌
・
故
事
を
一
段
攻
め
上
げ
る

「
芭
蕉
は
去
来
に
対
し
、
故
事
や
古
歌
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
も
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
も
の

で
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
市
振
の
章
」
が
『
撰
集
抄
』「
江
口
の
遊
女
」

を
典
拠
と
す
る
こ
と
で
、
芭
蕉
の
考
え
に
沿
う
も
の
と
さ
れ
る
。

元
禄
七
年
二
月
十
三
日
付
浪
化
宛
去
来
書
簡
に
「
古
歌
・
故
事
を
取
申
候
事
も
、
情
を

取
候
に
も
、
景
を
取
候
に
も
、
一
段
せ
め
上
候
而
取
申
た
る
が
よ
く
候
」。
一
段
攻
め
上
げ

る
（
す
り
あ
げ
る
）、
つ
ま
り
磨
き
を
か
け
て
完
璧
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
元
の
世

界
を
深
く
追
究
し
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
な
い
新
た
な
世
界
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。

『
去
来
抄
』「
故
実
」
で

去
来
曰
、
故
事
・
古
歌
を
取
る
に
は
、
本
歌
を
一
段
す
り
上
げ
て
作
す
べ
し
。
譬
へ

ば
、
蛤
よ
り
は
石
花
を
う
れ
か
し
、
と
云
西
行
の
歌
を
取
て
、

か

き

か
き
よ
り
は
海
苔
を
ば
老
の
売
り
ハ
せ
で

と
先
師
の
作
有
。
本
歌
は
同
じ
生
物
を
売
と
も
か
き
を
う
れ
、
石
花
は
か
ん
き
ん
の

二
字
に
叶
ふ
と
い
ふ
を
、
先
師
は
、
生
物
を
売
ら
ん
よ
り
は
海
苔
を
売
れ
と
、
一
段

す
り
上
て
作
り
給
ふ
。
の
り
は
法
に
か
よ
ふ
也
。
老
の
字
力
あ
り
。
大
概
如
斯
。

と
述
べ
て
い
る
。
芭
蕉
は
、
故
事
・
古
歌
（
『
山
家
和
歌
集
』「
下
旅
」）
を
踏
ま
え
つ
つ
、

新
し
い
世
界
に
転
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

串
に
刺
し
た
る
物
を
商
ひ
け
る
を
、
何
ぞ
と
問
ひ
け
れ
ば
蛤
を
乾
し
て
侍
る
な
り

と
申
し
け
る
を
き
ゝ
て

同
じ
く
は
か
き
を
ぞ
刺
し
て
乾
し
も
す
べ
き
蛤
よ
り
は
名
も
た
よ
り
あ
り
。

「
山
家
集
」
の
詞
書
き
は
、
商
っ
て
い
る
串
に
刺
し
た
物
を
尋
ね
る
と
、
乾
し
た
蛤
だ

と
い
う
。
歌
は
、
同
じ
売
る
な
ら
、
か
き
な
ら
ぬ
「
柿
」
が
よ
い
、
蛤
を
く
り
に
掛
け
て

「
栗
」
よ
り
、
串
に
関
係
が
深
い
か
ら
、
と
い
う
も
の
。
牡
蛎
を
柿
に
掛
け
、
串
に
発
展

さ
せ
た
洒
落
で
あ
る
。
一
方
、
芭
蕉
の
一
句
は
、
老
境
に
入
る
身
で
、
重
い
牡
蛎
よ
り
も

軽
い
海
苔
を
商
っ
た
ら
よ
い
。
か
き
は
看
経
（
読
経
）
に
、
海
苔
は
（
法
）
に
通
う
と
い

か
ん
き
ん

の
り

よ
う
に
、「
老
」
に
眼
を
向
け
る
と
、
仏
道
に
関
連
し
力
強
さ
を
も
た
ら
す
。
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
仏
教
語
と
同
音
で
あ
る
こ
と
を
働
か
せ
た
、
つ
ま
り
一
段
す
り
あ
げ
て
発
展
さ

せ
た
こ
と
に
新
し
味
が
あ
る
。
な
お
こ
の
句
は
芭
蕉
四
十
歳
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年

刊
行
の
『
続
虚
栗
』
其
角
編
に
入
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
作
風
か
ら
見
て
蕉
風
と
い
う



よ
り
談
林
風
で
あ
る
。

続
い
て
浪
化
宛
去
来
書
簡
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

先
年
下
拙
妹
千
子
と
申
候
者
が
句
に
、

ち

ね

す
ゞ
か
山
に
て

小
鳥
さ
へ
渡
ら
ぬ
ほ
ど
の
深
山
哉

王
荊
（
口
）
公
が
佳
句
「
一
鳥
不
鳴
山
更
幽
ナ
リ
」
と
同
じ
と
か
申
候
而
う
け
取
不

申
候
。

去
来
の
妹
千
子
の
一
句
「
小
鳥
さ
へ
渡
ら
ぬ
ほ
ど
の
深
山
哉
」
は
王
荊
（
口
）
公
の
「
一

鳥
不
鳴
山
更
幽
ナ
リ
」
の
同
巣
（
趣
向
が
似
て
い
る
）
と
し
て
評
価
さ
れ
ず
、
芭
蕉
は
受

け
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
千
子
は
貞
享
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ

以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
芭
蕉
は
前
述
の
西
行
の
歌
を
す
り
あ
げ
て
一
句
を
成
し
た
と

す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
江
口
の
遊
女
」
を
典
拠
と
し
て
、
こ
れ
を
す
り
あ
げ
て

「
市
振
の
章
」
が
成
立
し
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
芭
蕉
は
全
章
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し

た
う
え
で
、
恋
の
章
を
設
け
た
こ
と
は
、
芭
蕉
が
去
来
や
土
芳
に
語
っ
た
通
り
で
あ
っ
た
。

五
、
な
ぜ
越
後
の
国
新
潟
の
遊
女
か

芭
蕉
は
「
市
振
の
章
」
で
一
間
隔
て
た
面
の
方
に
宿
る
客
が
「
越
後
の
国
新
潟
と
云
所

の
遊
女
な
り
し
」
と
記
す
。

一
体
新
潟
の
遊
女
の
実
態
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
新
潟
市
歴
史
博
物
館
学
芸

課
長
、
伊
東
祐
之
氏
か
ら
頂
い
た
資
料
「
新
潟
町
の
遊
女
・
当
津
ハ
諸
国
入
込
故
古
来
よ

り
差
置
申
候
」
を
も
と
に
、
以
下
に
記
す
こ
と
と
す
る
。

長
岡
藩
領
で
あ
っ
た
新
潟
町
が
抜
け
荷
の
事
件
で
、
幕
府
に
領
地
の
返
上
が
な
さ
れ
た
。

初
代
新
潟
奉
行
は
旗
本
川
村
修
就
で
あ
っ
た
。
川
村
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
六
月

な
が
た
か

に
命
じ
ら
れ
十
月
に
新
潟
町
に
着
任
し
、
以
後
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
奉
行
の
任

に
あ
た
っ
た
。
そ
の
川
村
が
湊
町
新
潟
の
遊
女
の
実
態
や
、
民
衆
の
意
識
に
大
き
な
驚
き

を
も
ち
、
人
々
に
教
諭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

遡
る
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）、
幕
府
巡
見
使
か
ら
遊
女
に
つ
い
て
、
尋
ね
ら
れ
新
潟

町
の
役
人
は
、「
売
女
之
儀
当
津
ハ
諸
国
入
込
故
古
来
よ
り
差
置
申
候
」
と
し
て
、
古
来
通

り
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
芭
蕉
来
訪
後
七
十
一
年
に
あ
た
る
が
、「
古
来
よ
り
差
置
申
候
」

と
あ
る
か
ら
、
永
い
慣
習
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

新
潟
町
の
実
態
を
見
た
奉
行
川
村
は
意
識
改
革
へ
の
教
導
と
し
て
布
達
し
た
の
が
弘
化
二

年
（
一
八
四
五
）
二
月
十
日
付
け
「
検
断
年
寄
其
余
之
町
役
人
迄
江
為
申
聞
候
覚
」
で
あ

る
。
外
渡
世
の
泊
茶
屋
、
船
宿
は
そ
れ
ぞ
れ
の
住
居
の
地
を
定
め
ず
に
一
般
民
家
と
雑
居

ほ
か
と
せ
い

し
て
い
る
。
親
戚
の
も
の
を
手
元
に
お
き
、
遊
女
を
茶
汲
女
・
洗
濯
女
と
称
し
て
、
稼
ぎ

を
さ
せ
て
も
恥
辱
と
も
思
わ
ず
、
親
子
と
も
手
柄
だ
て
の
よ
う
に
心
得
て
人
中
に
出
て
も
、

誇
り
た
る
さ
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
稼
業
を
恥
じ
隠
す
こ
と
な
が
な
く
、
親
兄

弟
が
付
き
添
っ
て
町
中
を
歩
行
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
人
も
気
の
毒
と
は
思
わ
な
い
風

儀
で
、
娘
を
こ
の
稼
ぎ
に
出
す
者
も
あ
る
始
末
で
、
恥
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
。
ま
こ

と
に
嘆
息
に
も
余
り
あ
る
。
浮
身
（
寺
町
の
茶
屋
の
抱
え
る
遊
女
）
遊
女
（
近
世
前
期
以

来
の
由
緒
を
持
つ
「
中
町
」
に
お
け
る
呼
称
）
に
た
い
す
る
差
別
意
識
が
な
い
。
他
国
他

郷
の
者
に
は
聞
か
せ
た
く
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



六
、
芭
蕉
が
見
た
新
潟
町

芭
蕉
の
句
あ
る
い
は
存
疑
の
句
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
新
潟
市
古
町
一
番
丁
船
江

大
明
神
境
内
に
「
浮
身
塚
」
と
称
す
る
句
碑
が
あ
る
。

表
面
に

芭
蕉
翁

海
に
降
る
雨
や
戀
し
き
う
き
み
宿

魯
松
庵
敬
書

裏
面
に

安
政
四
年
己
卯

催
主

柳
々
社

と
あ
る
。
新
潟
町
で
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
、
芭
蕉
の
句
と
し
て
句
碑
が
建
立
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
句
を
入
集
し
て
い
る
俳
諧
撰
集
を
見
る
と
、

北
国
に
て

海
に
降
る
雨
や
恋
し
き
う
き
身
宿

『
藻
塩
袋
』『
句
撰
拾
遺
』『
芭
蕉
翁
集
』

み
や
ど

『
袖
日
記
』『
一
葉
集
』
（
考
証
之
部
）

う
き
身

遊
女

海
に
ふ
る
こ
と
や
恋
し
き

浮

の
身

『
十
家
類
題
集
』

う
か
れ

芭
蕉
は
観
察
力
に
富
む
人
で
あ
っ
た
。
書
簡
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
招
か
れ
た
家
で
、

そ
の
妻
子
・
下
僕
・
下
女
に
至
る
ま
で
凝
視
し
、
細
心
の
心
配
り
を
も
っ
て
見
つ
め
て
い

る
。
芭
蕉
は
新
潟
の
町
中
で
、
一
般
の
民
家
と
雑
居
す
る
実
態
に
接
し
て
、
聞
き
慣
れ
な

い
「
浮
き
身
」
の
名
や
特
殊
な
実
態
の
遊
女
の
存
在
に
接
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

天
候
を
『
旅
日
記
』
に
よ
っ
て
見
る
と
、
晴
天
で
あ
っ
て
「
海
に
降
る
雨
」
は
事
実
と

合
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
七
月
朔
日
は
「
折
々
小
雨
降
ル
。」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

「
乙
宝
寺
参
詣
前
大
雨
ス
。
」「
申
ノ
上
剋
、
雨
降
出
。
」「
及
暮
、
つ
ゐ
地
村
次
市
良
へ
着
、

宿
。
夜
、
甚
強
雨
ス
。」
で
村
上
・
築
地
間
で
は
雨
天
に
苛
ま
さ
れ
た
。
一
句
は
新
潟
で
目

に
し
た
遊
女
を
雨
と
取
り
合
わ
せ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。『
旅
日
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。
「
一
宿
ト
云
、
追
込
宿
之
外
は
不
借
。」
芭
蕉
が
求
め
た
旅
籠
は
古
町
通
二
ノ
町
、
三

ノ
町
で
現
在
の
五
番
町
・
六
番
町
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
旅
籠
に
お
い
て
、
定
員

を
無
視
し
て
多
人
数
の
客
を
一
間
に
詰
め
込
む
の
は
、
大
勢
集
ま
る
湊
祭
り
や
神
社
祭
礼

な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

芭
蕉
が
新
潟
町
に
着
い
た
七
月
二
日
は
、
「
大
工
源
七
母
、
有
情
、
借
。
甚
持
賞
ス
。
」

も
て
な

旅
籠
は
客
で
混
み
合
っ
て
い
た
。
「
大
工
源
七
母
、
有
情
、
借
。
」
か
ら
芭
蕉
の
泊
ま
っ
た

の
は
旅
籠
で
は
な
く
、
文
字
通
り
と
と
る
べ
き
で
、
職
人
の
大
工
源
七
の
家
で
は
な
か
っ

た
か
。
旅
籠
な
ら
「
有
情
」
と
記
載
さ
な
い
し
、
泊
ま
り
客
を
も
て
な
す
の
は
旅
籠
の
仕

事
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
「
旅
日
記
」
に
も
俳
人
宅
で
の
も
て
な
し
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
工
の
母
で
一
般
民
家
だ
か
ら
、「
甚
持
賞
ス
」
と
記
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
芭
蕉
は

七
月
二
日
（
陽
暦
の
八
月
十
六
日
）
辰
の
刻
に
築
地
を
発
ち
、
申
の
上
刻
に
新
潟
に
到
着

し
て
い
る
。
不
定
時
法
で
あ
る
か
ら
、
朝
七
時
こ
ろ
出
発
し
、「
申
の
上
剋
」
午
後
四
時
半

こ
ろ
に
到
着
し
た
こ
と
に
な
り
、
築
地
か
ら
お
よ
そ
九
時
間
余
を
要
し
て
十
里
の
道
程
に

あ
る
新
潟
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
実
地
踏
査
の
結
果
休
憩
も
入
れ
て
、
こ
の
時
間
内
で

到
着
で
き
た
。
こ
れ
ま
で
『
旅
日
記
』
に
あ
わ
せ
て
歩
い
て
き
た
が
、
芭
蕉
と
曽
良
の
歩

く
距
離
は
、
お
よ
そ
一
時
間
に
、
五
か
ら
五
、
五
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
。

八
月
十
六
日
の
午
後
四
時
過
ぎ
は
陽
も
高
く
、
新
潟
町
で
は
日
常
の
生
活
が
営
ま
れ
、「
外

渡
世
」
の
家
と
一
般
民
家
が
雑
居
し
て
い
る
町
の
様
子
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
住
民
や
旅
人
の
行
き
交
う
様
相
、
ま
た
、
祭
り
な
ら
ば
そ
の
賑
や
か
さ
は
想



像
に
あ
ま
り
あ
る
。
元
禄
二
年
七
月
二
日
の
天
候
は
「
昼
時
分
ヨ
リ
晴
」
で
、
以
後
三
、

四
日
と
快
晴
で
あ
り
、
暑
い
夏
の
夕
刻
に
涼
し
い
ア
イ
の
風
に
吹
か
れ
、
ゆ
っ
く
り
と
涼

ん
だ
こ
と
が
伺
え
る
。
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
新
潟
奉
行
川
村
修
就
が
驚
い
た
こ
と
と

な
が
た
か

し
て
、
祭
り
に
は
遊
女
が
町
人
と
共
に
一
晩
中
踊
り
明
か
し
て
、
家
路
へ
と
帰
る
姿
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。

む
す
び

芭
蕉
は
港
町
新
潟
町
で
特
異
な
風
俗
に
接
し
た
の
で
あ
っ
た
。
外
渡
世
の
泊
茶
屋
、
船

ほ
か
と
せ
い

宿
は
特
定
の
住
居
地
を
定
め
ず
に
一
般
民
家
と
雑
居
し
て
い
る
。
彼
ら
は
親
戚
の
娘
を
手

元
に
お
き
遊
女
の
稼
ぎ
を
さ
せ
て
、
親
子
と
も
に
人
中
に
出
て
も
恥
じ
隠
す
こ
と
も
な
い
。

親
兄
弟
が
付
き
添
っ
て
と
も
に
町
中
に
出
歩
い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
芭
蕉
と
曽
良
は

こ
の
実
態
に
接
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。「
親
戚
の
も
の
を
手
も
と
に
お
」
く
も

の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
般
的
な
概
念
か
ら
は
、
か
け
離
れ
た
自
由
に
出
歩
く

遊
女
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伊
勢
詣
も
新
潟
町
で
は
不
思
議
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
市
振
」
の
章
で
「
若
き
女
の
声
二
人
計
と
き
こ
ゆ
。
年

老
た
る
を
の
こ
の
声
も
交
て
物
語
す
る
を
き
け
ば
、
越
後
の
国
新
潟
と
云
所
の
遊
女
成
し
。

伊
勢
参
宮
す
る
と
て
、
此
関
ま
で
を
の
こ
の
送
り
て
、
あ
す
は
古
郷
に
か
へ
す
文
し
た
ゝ

め
て
、」
と
記
し
て
い
る
こ
と
も
、
事
実
で
あ
り
、
芭
蕉
と
曽
良
は
斬
新
な
世
界
に
遭
遇
し

た
と
考
え
る
。
芭
蕉
と
曽
良
は
市
振
に
お
い
て
実
際
に
、
二
人
ば
か
り
の
遊
女
と
出
会
っ

た
と
考
え
る
。

奉
行
川
村
が
記
す
「
右
様
之
渡
世
い
た
さ
せ
候
を
、
恥
辱
と
も
不
存
、
却
而
親
子
と
も

手
柄
立
之
様
ニ
心
得
、
人
中
江
出
候
而
も
誇
り
た
る
さ
ま
に
ふ
る
ま
ひ
、」
は
実
際
に
は
違

っ
て
い
た
。
芭
蕉
が
「
定
め
な
き
契
、
日
々
の
業
因
、
い
か
に
つ
た
な
し
」
と
の
会
話
を

耳
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
計
の
遊
女
も
、
自
ら
の
存
在
を
わ
き
ま
え
つ
つ
、
果
敢

に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
市
振
の
一
章
は
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
一
般
概
念
を
覆

す
「
遊
女
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
の
章
は
、
『
撰
集
抄
』「
江
口
の
遊
女
」
を
典
拠
と
し
、

浪
化
宛
去
来
書
簡
の
『
さ
る
ミ
の
集
』
撰
の
時
芭
蕉
か
ら
の
話
と
し
て
、「
古
キ
草
紙
・
物

語
の
事
な
ど
お
も
ひ
よ
せ
候
発
句
少
く
候
」
を
重
視
し
て
き
た
。
そ
し
て
、「
古
歌
・
故
事

を
取
申
候
事
も
、
情
を
取
候
に
も
、
景
を
取
候
に
も
、
一
段
せ
め
上
候
而
取
申
た
る
が
よ

く
候
。
」
が
市
振
の
章
の
成
立
理
由
と
し
た
こ
と
も
、
理
に
か
な
っ
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
幕
府
巡
見
使
に
答
え
た
町
役
人
の
、「
売
女
之
儀
当
津
ハ
諸
国

入
込
故
古
来
よ
り
差
置
申
候
」
と
あ
る
が
、
元
禄
の
時
代
も
変
わ
り
が
無
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
天
保
・
弘
化
年
中
（
一
八
三
〇
～
四
七
）
に
至
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
と

き
、
市
振
に
お
け
る
新
潟
の
遊
女
観
は
一
転
す
る
。
こ
こ
は
偶
然
の
事
実
に
基
づ
く
一
章

で
あ
り
、
芭
蕉
の
誹
諧
観
と
偶
然
の
事
実
を
一
体
化
し
た
珠
玉
の
一
章
と
言
え
よ
う
。

資

料

丗
一

検
断
年
寄
其
余
之
町
役
人
迄
江
為
申
聞
候
覚

旧
冬
、
泊
茶
屋
・
舩
宿
渡
世
差
免
、
夫
々
住
居
之
地
を
定
め
ぬ
れ
と
も
、
猶
是
に
て
全
く

備
れ
り
と
い
ふ
に
ハ
あ
ら
す
。
右
渡
世
之
も
の
共
、
市
中
ニ
而
外
世
筋
之
も
の
と
雑
居
致



さ
せ
候
而
者
、
一
体
之
風
儀
に
拘
り
品
々
不
宜
筋
も
有
之
ニ
付
、
一
統
一
構
之
地
江
引
移

可
申
処
、
左
候
而
者
多
人
数
之
難
儀
ニ
相
成
、
貧
窮
之
者
等
者
離
散
退
転
に
も
及
ひ
可
申

哉
ニ
付
、
當
時
之
姿
ニ
申
付
た
る
事
に
候
間
、
右
之
趣
意
を
差
含
、
此
度
相
定
候
場
所
内

ニ
而
も
、
地
面
賣
買
地
借
店
借
等
之
動
き
有
之
節
々
右
渡
世
之
も
の
、
外
渡
世
之
も
の

与
、
可
成
丈
入
交
さ
る
様
可
取
斗
事
。

一
、
此
度
右
渡
世
之
者
共
之
内
、
親
戚
之
者
を
手
元
ニ
差
置
、
茶
汲
女
・
洗
濯
女
等
之

稼
為
致
候
も
の
江
、
触
置
候
通
、
風
俗
流
た
る
事
之
甚
敷
ニ
至
り
候
而
者
、
右
様
之
渡
世

い
た
さ
せ
候
を
、
恥
辱
と
も
不
存
、
却
而
親
子
と
も
手
柄
立
之
様
ニ
心
得
、
人
中
江
出
候

而
も
誇
り
た
る
さ
ま
に
ふ
る
ま
ひ
、
或
者
生
所
を
恥
隠
す
之
意
な
れ

は
、
卑
き
渡
世
ニ

（
け
）
脱
字

身
を
沈
め
て
も
、
親
子
兄
弟
等
之
付
添
歩
行
な
と
、
人
も
又
気
之
毒
と
も
不
思
様
之
風
儀

も
有
之
、
右
等
之
場
合
よ
り
今
日
の
営
ニ
困
ら
さ
る
者
ニ
而
も
、
娘
を
右
稼
ニ
出
し
候
も

の
も
有
之
よ
し
。
嘆
息
ニ
も
猶
余
り
あ
る
事
な
ら
ず
や
。
他
国
他
郷
之
者
に
ハ
聞
せ
た
く

無
之
事
な
り
。
何
事
ニ
附
て
も
恥
を
知
ら
さ
れ
は
、
貪
る
心
出
て
道
な
ら
ぬ
事
を
な
し
て

も
、
己
の
ミ
富
め
は
よ
し
と
い
ふ
様
ニ
、
人
情
下
り
て
終
ニ
非
義
非
道
を
も
な
す
ニ
い
た

る
や
。
斯
流
れ
来
り
し
源
は
右
渡
世
并
、
風
呂
屋
・
髪
結
等
之
類
者
、
下
り
た
る
後
世
ニ

て
、
何
国
ニ
而
も
い
や
し
む
る
事
な
れ
ど
も
、
當
所
ニ
而
者
其
差
別
、
掟
与
せ
さ
る
故
ケ

様
之
風
儀
ニ
成
来
り
し
事
に
や
。
尤
當
地
ニ
而
も
身
元
相
應
之
者
之
も
の
或
者
、
右
渡
世

致
せ
し
女
を
妻
ニ
せ
ず
、
娘
ニ
も
其
稼
を
さ
せ
さ
る
所
に
て
、
能
事
と
も
思
さ
る
所
ハ
分

明
な
り
。
た
ゝ
い
か
に
も
旧
染
之
風
儀
と
多
人
数
之
人
気
、
容
易
ニ
改
兼
る
と
、
又
一
ツ

ニ
者
諺
ニ
云
。
臭
汚
之
室
に
入
て
久
し
く
し
て
其
悪
臭
を
し
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
く
。
い
つ

と
な
く
馴
々
て
教
誡
に
怠
り
し
場
も
あ
ら
ん
か
。
此
上
ハ
さ
や
ふ
な
る
等
閑
ニ
而
者
済
ぬ

事
と
心
得
へ
し
。（
「
市
中
江
触
並
触
書
留
」
天
保
十
四
年
卯
年
十
一
月

）

（
新
潟
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
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