
「
風
雅
の
友
と
の
出
会
い
」
か
ら
み
た

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
的
可
能
性

尾
花
沢
を
中
心
に

石
　
塚
　
　
　
　
修
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一
、
は
じ
め
に

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
中
学
校
に
お
け
る
教
材
と
し
て
の
価
値
を
ど
の
よ
う

に
見
て
ゆ
く
べ
き
か
、
前
号
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
教
材
と
し
て
の
扱
わ
れ

方
を
中
心
と
し
て
考
え
て
み
た
一
－
一
。
中
学
生
に
も
高
等
学
校
の
生
徒
に
も
、

「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
」
と
始
ま
り
、
「
平
泉
」
で
の
感
慨
を
教
え
て
ゆ

く
と
い
う
従
来
の
固
定
化
さ
れ
た
教
材
の
あ
り
方
が
、
は
た
し
て
、
本
当
の

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
へ
の
生
徒
の
興
味
と
関
心
を
抱
か
せ
る
の
か
ど
う
か
、
そ

れ
に
対
す
る
問
題
提
起
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
今
回
は
、
前
号
の
問
題
提
起

を
承
け
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
教
材
の
編
成
を
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
中
学

生
に
対
し
て
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と

と
な
る
の
か
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
「
門
出
」
や
「
平
泉
」
以
外
の
章
段
に
つ
い
て
の
教

材
的
可
能
性
を
内
側
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
よ
う
な
論
は
、
前
号
で
も
述
べ
た

よ
う
に
近
年
見
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
一
2
一
。
わ
ず
か
に
、
教
材
の
編
成
七

い
う
面
か
ら
論
を
試
み
て
い
る
も
の
が
、
以
下
の
二
例
で
あ
る
。

　
　
浮
橋
康
彦
　
「
古
典
の
教
材
化
－
組
み
合
わ
せ
法
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
中
心
と
し
て
ー
」
一
3
一

　
　
檀
上
正
孝
・
山
岡
　
照
「
古
典
文
学
教
育
の
研
究
と
実
践
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
総
合
学
習
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
展
開
1
」
一
4
一

　
ま
ず
、
先
に
挙
げ
た
浮
橋
論
文
は
、
「
松
尾
芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を

中
核
と
し
、
他
の
諾
教
材
を
こ
れ
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解

釈
を
深
め
、
芭
蕉
文
学
の
本
質
に
迫
る
体
験
を
さ
せ
る
授
業
編
成
の
試
案
」
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
中
心
と
し
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
』

（
帝
木
）
・
陶
淵
明
『
帰
園
閑
居
五
首
』
・
『
去
来
抄
』
・
杜
甫
『
春
望
』
・
謡
曲

『
山
姥
』
と
い
っ
た
他
の
教
材
と
絡
め
な
が
ら
、
高
校
生
に
教
え
て
ゆ
く
か
を

論
考
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
「
芭
蕉
に
お
け
る
古

人
へ
の
回
帰
や
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
は
、
そ
の
文
学
の
本
質
と
言
え
る
の
で
あ
る

か
ら
、
適
切
な
古
典
教
材
の
組
み
合
わ
せ
は
芭
蕉
の
本
質
に
迫
る
と
と
も
に
、

古
典
の
読
み
を
立
体
化
し
、
興
味
深
く
す
る
最
も
有
効
な
方
法
」
と
な
る
と
述

べ
て
い
る
。
方
法
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
大
変
に
興
味
深
く
、
有
効
な
よ
う
に

印
象
を
受
け
る
が
、
現
場
に
取
り
込
ん
で
組
み
立
て
て
み
よ
う
と
し
た
時
、
相

当
な
生
徒
の
レ
ベ
ル
を
要
求
す
る
授
業
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
陥
穿
が
一
方

に
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
次
に
挙
げ
た
檀
上
・
山
岡
論
文
は
、
井
本
農
一
氏
の
「
芭
蕉
の
取
っ
た
態
度

（
古
典
の
受
容
態
度
）
は
、
古
典
的
世
界
に
対
す
る
絶
対
的
随
順
の
態
度
で
あ

る
。
伝
統
に
対
す
る
無
条
件
の
受
容
で
あ
る
」
一
5
一
と
い
う
説
を
引
用
し
、

　
　
○
古
典
文
学
教
育
に
お
い
て
も
、
「
古
典
の
無
条
件
の
受
容
」
す
な
わ
ち

　
　
古
典
の
深
い
世
界
に
ま
ず
、
沈
潜
す
る
よ
う
な
指
導
法
を
工
夫
し
な
く
て
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は
な
ら
な
い
。
そ
の
後
自
分
な
り
の
感
じ
方
、
考
え
方
な
ど
を
掘
り
さ
げ

　
　
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
伝
統
を
踏
ま
え
た
新
し
い
も
の

　
　
を
産
み
出
す
素
地
も
養
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
、
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
歩
く
」
と
い
う
単
元
を
構
成
し
た
報
告
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、

　
　
○
導
入
（
○
・
五
）
・
「
か
ど
で
」
（
二
・
五
）
・
「
白
河
の
関
」
（
二
・
○
）
・

　
　
「
那
須
」
「
殺
生
石
」
「
飯
塚
」
（
一
・
○
）
・
「
松
島
」
（
読
蟹
二
・
○
、
鑑
賞

　
　
四
・
○
）
・
「
平
泉
」
（
二
・
○
）
・
「
象
潟
」
「
大
垣
」
（
一
・
○
）
・
単
元
の

　
　
ま
と
め
（
一
・
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
カ
ッ
コ
内
は
、
配
当
授
業
時
問
数
〉

と
い
っ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
修
学
旅
行
の
コ
ー
ス
と
重
ね
て
の
単
元
の
設

定
で
あ
り
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
こ
こ
ま
で
本
格
的
に
時
問
を
か
け
た
実
践

例
と
し
て
は
、
良
く
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
実
践

も
、
こ
れ
ま
で
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
科
書
で
扱
わ
れ
て
き
た
部
分
の
中

に
留
ま
り
、
新
し
い
視
点
に
立
脚
し
て
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
探
っ
て
い

る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
元
構
成
の
組
み
換
え
を
試
み
た
に
す

ぎ
ず
、
新
し
い
教
材
と
し
て
の
価
値
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
研
究
と
は
な
り
得

て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
例
を
見
て
も
、
そ
の
依
拠
す
る
所
は
、
時
枝
誠
記
氏

が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
古
典
教
育
の
意
義
は
、
む
し
ろ
、
現
代
に
な
い
も
の
を

求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
一
6
一
」
と
い
う
立
場
か
ら
古
典
教
育
を
見

て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
に
、
安

西
迫
夫
氏
の
よ
う
に
、
「
人
問
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
見
方
、
考
え
方
、

感
じ
方
が
、
現
代
に
生
き
る
生
徒
の
問
題
意
識
に
訴
え
や
す
い
も
の
」
を
古
典

教
育
の
教
材
と
な
す
べ
き
で
あ
る
一
7
一
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
高
等
学
校
の
生

徒
に
向
け
て
の
古
典
教
育
の
一
面
に
は
、
確
か
に
、
あ
え
て
自
分
た
ち
の
生
活

か
ら
か
け
離
れ
た
世
界
を
知
ら
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
部
分
が
あ
っ
て
も
良
い
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
申
学
生
が
古
典
に
ふ
れ
て
ゆ
く
時
、
そ
の
よ
う
な
古

典
教
育
の
姿
勢
が
有
効
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
「
平
泉
」

の
章
段
に
の
み
こ
だ
わ
ら
ず
、
他
の
章
段
と
置
き
換
え
て
ゆ
く
位
の
覚
悟
を
持

っ
て
見
つ
め
直
し
た
時
、
「
人
々
と
の
出
会
い
の
よ
ろ
こ
び
」
を
中
心
と
し
た

扱
い
方
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
前
号
で
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
「
風
雅

の
友
と
の
出
会
い
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
と
し
て

の
可
能
性
を
、
個
々
の
章
段
に
当
た
り
な
が
ら
、
以
下
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と

す
る
。

　
二
、
風
雅
の
友
と
の
出
会
い

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
が
、
そ
の
旅
の
目
的
の
大
き
な
一
つ
と
し
て
、
「
い
ま
だ
相

見
ぬ
風
雅
の
友
と
の
出
会
い
・
会
合
」
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
、
堀
切
実
氏
一
8
一

や
尾
形
仇
氏
一
9
一
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
阿
部
喜
三
男
氏
も
、
『
お
く
の
ほ
そ

遣
』
の
旅
の
目
的
を
、

（9）（7）（5）（3）（1）

歌
枕
を
た
づ
ね
る

自
然
よ
り
も
人
事

漂
泊
の
思
ひ

新
風
の
追
求

紀
行
文
へ
の
意
欲

（8）（6）（4）（2）

自
然
に
接
す
る

古
人
の
心
を
求
め
る

俳
風
宣
偉
の
意
識

人
生
観
よ
り

の
ω
－
㈹
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
一
1
0
一
。
こ
う
し
た
目
的
の
中
か
ら
、
中
学

生
に
『
お
く
の
ほ
そ
遣
」
を
教
え
る
時
に
、
い
っ
た
い
何
を
取
り
、
何
を
捨
て

る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
前
号
で
論
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
今
日
の
私

達
の
旅
へ
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
く
か
け
離
れ
て
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
が
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あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
古
い
も
の
」
を
実
際
に
見
て
み
た
い
、
と
か
、
同
好

の
人
と
出
会
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
語
を
し
て
み
た
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
中

学
生
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
学
ぶ
時
の
位
置
付
け
が
あ
る
と
し
て
み
た
方
が

良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
『
お

く
の
ほ
そ
道
』
の
数
多
く
あ
る
人
と
の
出
会
い
の
中
か
ら
、
ど
の
部
分
が
、
教

科
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
、
以
下
、
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
中
で
、
芭
蕉
が
様
々
な
人
と
の
出
会
い
を
し
て
ゆ
く

場
面
を
、

　
　
1
）

　
　
2

　
　
3

　
　
4

　
　
5

　
　
6

　
　
7

　
　
8

　
　
9

　
　
0

　
　
α

　
　
D

　
　
は

　
　
⇒

　
　
σ

　
　
勾

　
　
α

　
　
4

　
　
α

　
　
⇒

　
　
α

　
　
⑤

　
　
α

　
　
カ

　
　
σ

「
門
出
」
か
ら
順
に
挙
げ
て
み
る
。

日
光
仏
五
左
衛
門

那
須
　
草
刈
る
を
の
こ
・
ち
ひ
さ
き
者
ふ
た
り

黒
羽
　
浄
坊
寺
何
が
し
・
其
弟
桃
翠

殺
生
石
　
（
馬
の
）
口
付
の
を
の
こ

須
賀
川
等
窮

信
夫
里
の
童
部

笠
島
　
人

仙
台
　
画
工
加
右
衛
門

尿
前
の
関

山
刀
伐
峠

尾
花
沢

羽
黒
山

鶴
岡
酒
田

市
振
の
関

金
沢

山
中
温
泉

丸
岡

封
人

究
克
の
若
者

清
風

図
司
左
吉
　
会
覚
阿
闇
梨

長
山
重
行
・
淵
庵
不
玉

遊
女

何
処
・
一
笑

久
米
之
助

天
龍
寺
の
長
老
・
北
枝

　
　
㈱
　
福
井
　
　
　
等
栽
・
そ
の
妻

　
　
⑲
種
の
浜
　
　
天
屋
何
其

　
　
⑳
敦
賀
　
　
露
通

　
　
㈱
大
垣
　
　
　
越
人
・
如
行
・
前
川
子
・
荊
口
父
子
ほ
か

以
上
の
よ
う
に
ω
－
㈱
の
場
面
に
渉
っ
て
、
人
々
と
出
会
っ
て
い
る
。
中
に
は

単
に
名
前
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
人
物
も
、
⑫
の
図
司
左
吉
、
会
覚
阿
闇
梨
、

⑬
の
長
山
重
行
・
淵
庵
不
玉
、
㈹
の
何
処
、
㈹
の
天
龍
寺
の
長
老
・
北
枝
、
¢
o

の
露
通
、
刎
の
越
人
・
如
行
・
前
川
子
・
荊
口
父
子
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
部
分
で
は
、
何
ら
か
の
芭
蕉
に
と
っ
て
の
「
出
会
い
」
を
認
識
さ

せ
る
よ
う
な
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
際
に
あ
る
人
と
出
会
っ
た
こ

と
を
中
心
と
し
て
場
面
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、

　
　
1
　
日
光
、
仏
五
左
衛
門

　
　
2
　
那
須
　
草
刈
る
を
の
こ
・
ち
ひ
さ
き
者
ふ
た
り

　
　
4
　
殺
生
石
　
（
馬
の
一
口
付
を
の
こ

　
　
5
　
須
賀
川
等
窮

　
　
8
　
仙
台
　
画
工
加
右
衛
門

　
　
u
　
尾
花
沢
清
風

　
　
岬
市
振
の
関
遊
女

　
　
㈹
金
沢
　
一
笑

　
　
㈱
　
福
井
　
等
栽
・
そ
の
妻

の
、
九
つ
の
場
面
に
絞
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
出
会
い
」

の
場
面
を
見
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
、
よ
く
教
材
化
さ
れ
て
き
た
、
「
松
嶋
」

「
平
泉
」
「
象
潟
」
と
い
っ
た
風
光
の
地
と
重
な
り
合
わ
な
い
こ
と
に
も
注
目
し

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
風
光
の
地
で
は
、
自
然
の
造
化
に
感
動
し
、
人
事
の

こ
と
に
は
気
に
も
と
め
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
見
方
も
あ
ろ
う
け
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れ
ど
も
、
後
日
、
『
お
く
の
ほ
そ
遣
』
を
練
り
上
げ
て
ゆ
く
中
で
、
そ
こ
に
芭

蕉
の
創
作
の
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

自
然
と
人
事
の
対
応
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
二
本
の
柱
が
立
っ
て
い
る
と
す

る
な
ら
、
「
自
然
」
に
の
み
中
心
を
お
き
、
そ
の
中
に
「
人
事
」
を
垣
間
見
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
見
る
よ
う
な
従
来
の
教
材
の
あ
り

方
に
対
す
る
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
、
新
し
い
観
点
に
立
っ
て
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
と
し
て

選
定
す
る
部
分
と
し
て
は
、
ω
－
㈹
の
中
の
ど
こ
が
よ
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

か
っ
て
、
浮
橋
康
彦
氏
は
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
高
校
教
材
と
し
て
の
検
討

を
し
亘
「
必
修
的
四
章
を
第
一
グ
レ
ー
ド
」
「
他
の
六
章
を
第
ニ
グ
レ
ー
ド
」

に
分
類
し
て
い
る
。
一
〇
が
第
一
、
△
が
第
二
一

　
〇
発
端
－
芭
蕉
の
旅
の
基
本
思
想
を
語
り
、
芭
蕉
そ
の
人
の
生
き
方
と
、
こ

　
　
　
　
の
旅
の
目
的
を
う
か
が
わ
せ
る
章
と
し
て
、
必
修
的
に
扱
わ
れ
る
の

　
　
　
　
は
当
然
で
あ
る
。

　
△
草
加
－
前
の
発
端
部
を
承
け
て
、
旅
人
の
「
我
」
を
描
い
た
部
分
で
、
前

　
　
　
　
出
部
と
や
や
重
な
る
面
も
あ
る
が
、
「
旅
の
覚
悟
」
「
旅
姿
」
を
読
み

　
　
　
　
取
ら
せ
る
た
め
に
、
副
次
的
に
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
△
那
須
野
－
牧
歌
的
な
ロ
マ
ン
と
、
自
然
生
活
の
中
の
人
間
的
な
暖
か
み
を

　
　
　
　
感
じ
さ
せ
る
場
面
と
し
て
、
『
奥
の
細
道
』
の
中
で
は
余
り
多
く
な

　
　
　
　
い
モ
チ
ー
フ
を
備
え
て
い
る
か
ら
、
で
き
れ
ば
採
録
し
た
い
。

　
○
白
河
の
関
－
「
旅
心
定
ま
」
る
時
点
で
、
歌
枕
に
寄
せ
る
思
い
、
風
景
に

　
　
　
　
古
人
を
忍
ぶ
情
緒
を
読
ま
せ
る
代
表
的
箇
所
で
あ
る
。

　
△
松
島
－
風
景
描
写
と
風
景
へ
の
感
動
を
力
強
く
表
現
し
た
典
型
的
な
部
分

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
○
平
泉
－
雄
大
な
風
景
の
中
の
廃
壊
に
立
っ
て
歴
史
の
変
転
を
思
う
精
神
の

　
　
　
　
表
現
と
し
て
、
ぜ
ひ
必
要
な
部
分
で
あ
る
。

　
○
立
石
寺
1
「
佳
景
寂
莫
」
の
中
で
、
名
句
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
簡
潔
に
し

　
　
　
　
て
力
強
い
表
現
を
読
ま
せ
る
部
分
と
し
て
、
重
視
さ
れ
る
の
も
当
然

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
△
象
潟
－
東
の
松
島
に
対
し
て
、
力
強
い
風
景
描
写
に
よ
っ
て
の
西
の
象
潟

　
　
　
　
が
、
哀
愁
美
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
△
越
後
路
1
「
荒
海
や
…
…
」
の
名
句
の
背
景
と
し
て
、
ま
た
、
「
市
振
」

　
　
　
　
ま
で
収
め
れ
ば
「
『
奥
の
細
道
』
の
中
で
、
「
艶
」
と
「
運
命
」
と

　
　
　
　
「
無
常
」
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
語
る
数
少
な
い
場
面
で
あ
り
、
『
奥
の

　
　
　
　
細
道
』
の
学
習
に
色
ど
り
を
そ
え
る
。

　
△
大
垣
－
紀
行
の
終
章
と
し
て
、
門
人
の
情
に
心
や
す
め
る
書
き
収
め
で
あ

　
　
　
　
り
、
か
つ
、
一
つ
の
旅
の
終
わ
り
が
、
次
の
旅
へ
の
出
発
点
で
あ
る

　
　
　
　
－
人
生
は
旅
そ
の
も
の
－
と
い
っ
た
芭
蕉
の
精
神
を
、
「
発
端
」
の

　
　
　
　
章
と
の
対
応
で
確
認
的
に
読
み
取
ら
せ
る
部
分
で
あ
る
。
で
き
れ
ば

　
　
　
　
採
録
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
各
章
段
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
説

い
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
、
私
見
の
部
分
と
の
重
な
り
を
見
て
み
る
と
、
「
那

須
野
」
「
市
振
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
教
材
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
は
、
見
解
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば

「
那
須
野
」
を
、
『
奥
の
細
遣
』
の
中
で
は
余
り
多
く
な
い
モ
チ
ー
フ
を
備
え
て

い
る
か
ら
、
で
き
れ
ば
採
録
し
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
点
な
ど
は
肯
定
で
き
な

い
。
教
材
は
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
よ
り
正
し
い
姿
を
、
何
と
か
数
少
な
い

部
分
の
紹
介
で
浮
き
立
た
せ
て
く
る
よ
う
な
部
分
と
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
那
須
野
」
は
、
先
の
私
の
指
摘
を
見
て
も
ら
え
ば
判
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て

「
余
り
多
く
な
い
モ
チ
ー
フ
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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三
、
仏
五
左
衛
門
と
の
出
会
い

　
「
人
と
の
出
会
い
」
を
申
心
と
し
て
教
材
と
し
て
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
」
を

考
え
た
時
、
私
は
、
「
那
須
野
」
「
仙
台
」
「
尾
花
沢
」
の
三
つ
の
章
段
が
ふ
さ

わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
三
つ
を
支
え
て
い
る
の
が
、

「
日
光
」
に
お
け
る
仏
五
左
衛
門
と
の
出
会
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

教
材
と
す
る
部
分
と
は
や
や
離
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
論
じ
て
お
く
こ
と

と
す
る
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
、
仏
五
左
衛
門
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。　

　
什
日
、
日
光
山
の
禁
に
泊
ま
る
。
あ
る
じ
の
云
け
る
や
う
「
我
名
を
仏
五

　
　
左
衛
門
と
云
。
万
、
正
直
を
旨
と
す
る
故
に
、
人
か
く
は
申
侍
ま
・
、
一

　
　
夜
の
草
の
枕
も
、
打
解
て
休
み
給
へ
」
と
云
。
い
か
な
る
仏
の
濁
世
塵
土

　
　
に
示
現
し
て
、
か
・
る
桑
門
の
乞
食
巡
礼
ご
と
き
の
人
を
た
す
け
給
ふ
に

　
　
や
と
、
あ
る
じ
の
な
す
事
に
心
を
と
・
め
て
み
る
に
、
唯
無
智
無
分
別
に

　
　
し
て
、
正
直
偏
固
の
者
也
。
剛
毅
朴
調
の
仁
に
近
き
た
ぐ
ひ
、
気
稟
の
清

　
　
質
最
も
尊
ぶ
べ
し
一
1
2
一
。

ま
た
、
『
曽
良
随
行
日
記
』
で
は
、
四
月
一
日
の
昼
間
に
日
光
に
参
拝
し
て
、
そ

の
夜
、
五
左
衛
門
方
に
泊
ま
っ
た
一
1
3
一
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
で
は
、
前
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

芭
蕉
が
紀
行
文
を
構
成
し
て
ゆ
く
上
で
の
虚
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何

の
た
め
の
作
為
な
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
安
東
次
男
氏
は
、

『
撰
集
抄
』
巻
三
「
迎
西
上
人
ノ
事
」
を
指
摘
し
た
り
一
1
3
一
、
尾
形
仇
氏
は
、
前

ジ
テ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
り
し
て
い
る
一
！
4
一
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
仏
五
左
衛
門
そ
の
人
の
、
あ
る
性
格
に
強
い
興
味
と
関
心
を
抱
い
た
こ
と

は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
興
味
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
こ
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
に
っ
い
て
は
、
安
東
次
男
氏
が
、

　
　
西
に
馴
染
み
の
深
い
江
戸
の
俳
譜
師
が
、
初
て
下
野
と
い
う
国
に
足
を
踏

　
　
み
入
れ
て
触
れ
た
珍
し
い
人
情
、
風
土
の
実
感
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ

　
　
の
段
の
見
所
が
あ
る
。
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
宿
屋
の
二
苧
主
の
は
な
し
で

　
　
は
な
い
。
東
海
道
筋
で
は
、
こ
う
い
う
話
は
と
て
も
拾
え
ぬ
、
と
芭
蕉
は

　
　
言
い
た
い
の
だ
と
読
ん
で
も
よ
い
一
1
5
一
。

と
指
摘
し
、
ま
た
、
麻
生
磯
次
氏
は
、

　
　
奥
の
細
道
の
旅
行
の
目
的
が
、
．
未
知
未
見
の
風
物
に
接
す
る
に
あ
っ
た
こ

　
　
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
辺
郡
な
地
方
の
素
朴
な
人

情
に
も
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
人
物
を
ま

ず
日
光
山
の
麓
で
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
ま
じ
い
に
才
気
ば
し
っ
て
い
て
、
利
害
得
失
に
ぬ
け
目
の
な
い
よ
う

な
人
物
は
、
彼
の
性
格
か
ら
し
て
も
肌
が
あ
わ
な
か
っ
た
。
深
川
の
芭
蕉

庵
の
ほ
と
り
に
住
ん
で
薪
水
の
労
を
助
け
て
く
れ
た
浄
求
と
い
う
道
心
者

も
愚
智
文
盲
に
し
て
正
直
一
偏
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
芭
蕉
は
こ
う
い
う

人
間
を
愛
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
に
は
、
彼
の
人
問
観
、
人
生
観
の

よ
う
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
一
1
6
一
。

と
見
て
い
る
の
も
、
慧
眼
で
あ
る
と
思
う
。
単
な
る
日
光
山
の
す
ば
ら
し
さ
を

際
立
た
せ
る
た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
の
仏
五
左
衛
門
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
上
の
位
置
付
け
が
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
全
体
の
上
か
ら
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
仏
五
左
衛
門
の
よ
う
な
、
「
素
朴
な
人
情
」
を

持
つ
、
「
正
直
」
で
「
朴
調
」
な
人
々
と
の
出
会
い
も
、
こ
の
旅
で
芭
蕉
の
旅
心

を
満
た
し
て
く
れ
る
旅
の
成
果
の
一
つ
で
あ
つ
た
。
そ
の
延
長
線
上
に
教
材
を

探
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
教
材
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
上
で

必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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四
、
那
須
野
の
出
会
い

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
中
で
は
、
「
那
須
野
」
で
の
子
供
た
ち
と
の
出
会
い
も
、

先
に
、
浮
橋
氏
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
牧
歌
的
な
ロ
マ
ン
と
、
自
然

生
活
の
中
の
人
間
的
な
暖
か
み
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
」
と
し
て
、
大
切
に
さ
れ

る
べ
き
部
分
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
…
…
農
夫
の
家
に
一
夜
を
か
り
て
、
明
け
れ
ば
又
野
中
を
行
。
そ
こ
に
野

　
　
飼
の
馬
あ
り
。
草
刈
お
の
こ
に
な
げ
き
よ
れ
ば
、
野
夫
と
い
へ
ど
も
、
さ

　
　
す
が
に
情
し
ら
ぬ
に
は
非
ず
。
「
い
か
“
す
べ
き
や
。
さ
れ
ど
も
此
野
は

　
　
縦
横
に
わ
か
れ
て
、
う
ゐ
う
ゐ
敷
旅
人
の
道
ふ
み
た
が
え
ん
、
あ
や
し
う

　
　
侍
れ
ば
、
此
馬
の
と
“
ま
る
所
に
て
馬
を
返
し
給
へ
」
と
、
か
し
侍
ぬ
。

　
　
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
。
聞
き
な
れ
ぬ
名
の
や
さ
し
か
り
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
成
べ
し
　
　
　
　
　
曽
良

　
　
頓
て
人
里
に
至
れ
ば
、
あ
た
ひ
を
鞍
つ
ぼ
に
結
付
て
、
馬
を
返
し
ぬ
。

思
わ
ぬ
「
や
さ
し
き
」
事
に
出
会
う
場
面
と
し
て
は
、
　
「
殺
生
石
」
の
場
面
で

の
、　

　
　
是
よ
り
殺
生
石
に
行
。
館
代
よ
り
馬
に
て
送
ら
る
。
此
口
付
の
お
の
こ

　
　
短
冊
得
さ
せ
よ
と
乞
。
や
さ
し
き
事
を
望
侍
る
も
の
か
な
と
、

　
　
　
　
　
野
を
横
に
馬
牽
む
け
よ
ほ
と
・
ぎ
す

の
部
分
と
も
相
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
「
那
須
野
」
と
「
日
光
」
と

の
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
麻
生
磯
次
氏
が
、

　
　
農
村
に
は
や
は
り
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
江
戸
な
ど
で
は
、
こ
う
い
う
素

　
　
朴
な
人
は
見
ら
れ
な
い
。
日
光
の
宿
と
い
い
、
こ
の
那
須
野
と
い
い
、
ほ

　
　
ん
と
う
に
よ
い
人
に
あ
っ
た
も
の
だ
。
奥
州
に
は
い
っ
た
ら
、
も
っ
と
素

　
　
朴
な
人
た
ち
に
あ
え
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
先
を
急

　
　
い
で
行
く
芭
蕉
と
曽
良
の
姿
が
目
に
う
か
ぶ
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

　
先
の
「
日
光
」
と
い
い
、
「
那
須
野
」
と
い
い
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
の

「
人
と
の
出
会
い
」
と
い
う
目
的
を
考
え
た
時
に
、
と
て
も
よ
く
そ
の
側
面
を

物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
た
だ
、
「
日
光
」
に
は
句
が
な
く
、
「
那
須
野
」
に
も

芭
蕉
の
句
が
無
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
句
も
あ
る
程
度
入
っ
て
い
て
、
文
の
ま

と
ま
り
も
程
よ
い
所
と
し
て
、
よ
り
適
当
な
も
の
が
他
に
も
あ
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
挙
げ
る
。

　
五
、
画
工
加
右
衛
門
と
の
出
会
い

　
　
　
名
取
川
を
渡
っ
て
仙
台
に
入
。
あ
や
め
ふ
く
日
也
。
旅
宿
を
も
と
め
て

　
　
四
五
日
逗
留
す
。
麦
に
画
工
加
右
衛
門
と
云
も
の
あ
り
、
柳
心
あ
る
者
と

　
　
聞
て
、
知
る
人
に
な
る
。
こ
の
者
、
年
頃
さ
だ
か
な
ら
ぬ
名
ど
こ
ろ
を
考

　
　
置
侍
れ
ば
と
て
、
一
日
案
内
す
、
宮
城
野
の
萩
茂
り
あ
ひ
て
、
秋
の
気
色

　
　
思
ひ
や
ら
る
・
。
玉
田
、
よ
こ
野
、
つ
・
じ
が
岡
は
あ
せ
び
咲
こ
う
也
。

　
　
日
影
も
も
ら
ぬ
松
の
林
に
入
て
、
麦
を
木
の
下
と
云
と
ぞ
。
昔
も
か
く
露

　
　
ふ
か
け
れ
ば
こ
そ
、
「
み
さ
ぶ
ら
ひ
み
か
さ
」
と
は
よ
み
た
れ
。
薬
師

　
　
堂
・
天
神
の
御
社
な
ど
拝
て
、
其
日
は
く
れ
ぬ
。
猶
、
松
島
、
塩
が
ま
の

　
　
所
々
画
に
書
て
送
る
。
且
つ
、
絹
の
染
緒
を
つ
け
た
る
草
軽
二
足
饒
す
。

　
　
さ
れ
ば
こ
そ
風
流
の
し
れ
も
の
、
麦
に
至
り
て
其
実
を
顕
す
。

　
　
　
　
　
あ
や
め
草
足
に
結
ん
草
軽
の
緒

　
こ
の
「
仙
台
」
の
場
面
な
ど
は
、
比
較
的
文
も
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
句
も
折

り
込
ま
れ
て
い
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
文
字
通
り
「
風
流
の

し
れ
も
の
」
に
出
会
っ
た
喜
び
が
満
ち
て
い
る
部
分
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
中

学
校
で
は
か
な
り
難
解
、
高
校
で
も
難
し
い
部
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
も
否
め
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
年
比
さ
だ
か
な
ら
ぬ
名
ど
こ
ろ
」
と
い
っ
た

一18一



歌
枕
の
地
の
説
明
は
不
可
欠
で
あ
る
し
、
「
宮
城
野
の
萩
」
「
み
さ
ぶ
ら
ひ
み
か

さ
」
と
い
っ
た
語
句
の
説
明
も
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
紺
染

の
「
草
軽
の
緒
」
や
「
あ
や
め
草
足
に
結
ん
」
な
ど
も
、
諸
説
あ
り
、
厄
払
い

や
端
午
の
節
句
と
い
っ
た
文
化
的
背
景
を
か
な
り
丁
寧
に
や
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
に
深
入
り
し
て
ゆ
く
こ

と
は
、
か
え
っ
て
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
自
体
の
全
体
像
へ
の
印
象
を
薄
め
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
も
は
や
、

適
切
な
出
会
い
の
場
面
は
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
六
、
尾
花
沢
で
の
清
風
と
の
出
会
い

　
こ
こ
ま
で
、
「
人
の
出
会
い
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
い
く
つ
か
の
部
分
を
見
て
き
た
が
、
私
の
主
張
と
よ
く
一
致
す
る
部
分
を
思

い
出
す
こ
と
が
、
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
。
教
材
と
し
て
の
分
量
の
遭
切
さ
、

も
ち
ろ
ん
、
芭
蕉
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
に
句
が
入
っ
て
い
る
方
が

よ
い
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
私
は
、
「
尾
花
沢
」
が
最
適
で
あ

る
と
田
山
う
。

　
　
尾
花
沢
に
て
清
風
と
云
者
を
尋
ぬ
。
か
れ
は
富
め
る
も
の
な
れ
ど
も
、
志

　
　
い
や
し
か
ら
ず
。
都
に
も
折
々
か
よ
ひ
て
、
さ
す
が
に
旅
の
情
を
も
知
り

　
　
た
れ
ば
、
日
比
と
“
め
て
、
長
途
の
い
た
は
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
も
て
な
し

　
　
侍
る
。

　
　
　
　
　
涼
し
さ
を
我
宿
に
し
て
ね
ま
る
也

　
　
　
　
　
這
出
よ
か
ひ
や
が
下
の
ひ
き
の
声

　
　
　
　
　
ま
ゆ
は
き
を
悌
に
し
て
紅
粉
の
花

　
　
　
　
　
蚕
飼
す
る
人
は
古
代
の
す
が
た
哉
　
　
　
　
曽
良

　
こ
の
部
分
は
、
こ
の
直
前
の
「
山
刀
伐
峠
」
の
部
分
ま
で
含
め
て
読
ん
で
み

る
と
、
一
層
紀
行
文
ら
し
さ
が
出
て
く
る
。
「
究
寛
の
若
者
」
に
送
ら
れ
て
、

「
此
み
ち
必
不
用
の
事
有
。
志
な
う
を
く
り
ま
い
ら
せ
て
、
仕
合
し
た
り
」
ど

言
わ
れ
、
「
胸
と
ど
ろ
く
」
思
い
で
尾
花
沢
に
到
着
し
た
芭
蕉
の
安
堵
感
が
よ

り
鮮
明
に
浮
き
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
旅
す
る
者
な
ら
ば
多
か
れ
少
な
か
れ

抱
く
不
安
か
ら
の
解
放
感
が
、
こ
の
「
尾
花
沢
」
の
部
分
に
は
よ
く
表
わ
れ
て

い
る
と
言
え
る
。

　
芭
蕉
と
清
風
と
の
出
会
い
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
六
月
二
日
、
小
石

川
で
、
嵐
雪
・
其
角
・
才
丸
・
コ
斎
・
素
堂
ら
と
、
「
古
式
の
俳
譜
一
巻
と
成

就
し
た
」
一
1
7
一
に
始
ま
る
。
ま
た
、
翌
三
年
（
ニ
ハ
八
六
）
三
月
二
十
日
に
も
、

小
石
川
で
、
挙
白
、
曽
良
・
コ
斎
・
其
角
・
嵐
雪
ら
と
七
吟
歌
仙
の
興
行
を
し

た
一
1
8
一
。
さ
ら
に
、
尾
形
仇
氏
に
よ
る
と
一
1
9
一
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
途
中
、

杉
風
に
宛
て
た
須
賀
川
の
等
窮
宅
逗
留
中
に
出
し
た
書
状
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ

の
中
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

　
　
大
か
た
明
二
廿
七
日
又
護
足
可
致
侯
。
是
方
仙
蔓
ま
で
風
雅
人
も
え
み
へ

　
　
ず
侯
よ
し
、
…
…
大
か
た
六
月
初
加
州
へ
付
可
申
侯
。
出
羽
清
風
も
在
所

　
　
に
居
侯
よ
し
、
是
に
も
し
ば
し
逗
留
可
致
侯
。
…
…

と
あ
る
。
清
風
と
芭
蕉
は
俳
譜
を
通
じ
て
知
り
合
い
、
芭
蕉
も
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
の
旅
で
清
風
と
の
再
会
を
楽
し
み
の
一
つ
に
数
え
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
『
曽
良
随
行
日
記
』
で
は
、
元
禄
二
年
五
月
十
七
日
に
、
尾
花
沢
に
着
き
、

翌
日
に
は
、
「
十
八
日
昼
寺
ニ
テ
風
呂
有
。
小
雨
ス
。
ソ
レ
ヨ
リ
養
泉
寺
。

移
り
居
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
風
宅
へ
は
十
泊
十
一
日
の
尾
花
沢
滞
在
中
に
、

わ
ず
か
三
日
し
か
泊
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
清
風
の
芭
蕉
に
対
す

る
冷
遇
説
を
唱
え
る
説
も
あ
る
一
2
0
一
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
岡
本
勝

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
清
風
が
わ
ざ
と
自
分
か
ら
接
待
に
あ
た
ら
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な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
当
時
二
十
六
才
の
「
三
千
風
の
縁
に
つ
な
が
る
」
村

上
素
英
を
「
ひ
き
た
て
て
や
る
と
い
う
意
味
も
ふ
く
め
て
」
一
2
1
一
接
待
に
あ
た
ら

せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
清
風
は
、
む
し
ろ
芭
蕉
た
ち
に
気
を
遣
っ
て

「
誰
で
も
気
軽
に
出
入
り
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
旅
僧
の
芭
蕉
た
ち
を
歓

待
す
る
に
は
、
ま
こ
と
に
良
い
環
境
で
あ
る
」
一
2
2
一
養
泉
寺
に
移
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
清
風
一
流
の
心
遣
い
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
「
さ
す
が
に
旅
の
情
を
知
り
た
れ
ば
」
と
い
う
芭
蕉
の
賛
辞
へ
と
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
風
雅
の
人
清
風
と
の
再
会
が
、
芭
蕉
た
ち
に
と
っ
て
は
、

内
山
一
也
氏
の
言
う
よ
う
な
、

　
　
い
ま
考
え
て
も
恐
ろ
し
さ
に
胸
と
ど
ろ
く
よ
う
な
山
刀
伐
峠
の
難
路
を
無

　
　
事
に
越
え
て
、
江
戸
で
な
じ
み
の
清
風
の
顔
を
見
た
と
き
、
二
人
は
ど
ん

　
　
な
に
嬉
し
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
清
風
の
方
も
江
戸
か
ら
遠
い
、
こ
の
出
羽

　
　
の
国
の
尾
花
沢
の
わ
が
家
に
珍
客
を
迎
え
た
嬉
し
さ
、
互
い
に
す
が
り
つ

　
　
き
た
い
よ
う
な
な
つ
か
し
さ
だ
っ
た
ろ
う
一
2
3
一
。

と
い
う
心
情
を
喚
起
し
、
「
涼
し
さ
を
」
で
始
ま
る
四
句
に
は
そ
の
心
が
一
貫

し
て
い
る
と
見
た
時
、
こ
の
部
分
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
の
重
さ
が
見
え
て

く
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
で
は
、
俳
講
の
習
慣
と
し
て
の
「
挨
拶
付
け
」
一
2
4
一
を

知
る
こ
と
も
出
来
、
そ
の
名
手
で
あ
っ
た
芭
蕉
の
一
面
も
読
み
取
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
涼
し
さ
を
」
の
句
に
つ
い
て
の
、
服
部
畔
石
氏

の
「
現
実
の
涼
味
と
主
人
の
厚
意
を
兼
ね
た
る
も
の
即
ち
『
涼
し
さ
』
を
我
宿

に
し
て
ゆ
っ
く
り
打
ち
く
つ
ろ
い
で
休
息
す
る
と
、
其
地
方
の
方
言
に
興
味
を

も
ち
、
直
ち
に
応
用
し
て
、
主
人
清
風
に
挨
拶
し
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
見
解

や
、
加
藤
漱
郁
氏
の
よ
う
に
「
思
ふ
に
従
来
の
挨
拶
が
契
機
と
な
っ
て
発
想
せ

ら
れ
た
句
に
、
対
詠
的
な
臭
み
、
す
な
は
ち
、
対
者
を
意
識
し
た
は
か
ら
ひ
が

露
出
し
て
ゐ
た
の
に
比
す
る
と
、
そ
れ
が
清
め
ら
れ
て
純
粋
に
心
中
を
流
出
せ

し
め
て
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
主
人
へ
の
挨
拶
と
な
る
境
に
達
し
た
も
の
で
あ

ら
う
」
と
い
う
見
方
一
2
5
一
な
ど
か
ら
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
七
、
お
わ
り
に

　
「
旅
先
で
の
人
々
と
の
出
会
い
」
と
そ
の
喜
び
が
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
中

の
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
個
々
の

章
段
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
た
だ
「
人
と
の
出
会

い
」
に
の
み
注
目
し
た
の
で
は
、
俳
譜
師
と
し
て
の
芭
蕉
の
旅
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
で
な
く
て
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
や
は

り
、
そ
れ
が
「
風
雅
の
友
と
の
出
会
い
」
の
喜
び
を
こ
そ
取
り
あ
げ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
「
日
光
」
の
仏
五
左
衛
門
や
「
那
須
野
」
の
か
さ
ね
と
の
出
会
い
も
、

も
ち
ろ
ん
捨
て
が
た
い
教
材
と
し
て
の
魅
力
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
仙
台
」
の

画
工
加
衛
門
と
「
尾
花
沢
」
の
鈴
木
清
風
と
の
出
会
い
の
感
激
と
比
べ
た
時
、

数
少
な
い
古
典
を
扱
う
授
業
時
間
の
中
で
は
、
残
念
な
が
ら
後
者
を
取
ら
な
く

て
は
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
、
加
右
衛
門
と
清
風
と
い
う
選
択
肢
を
示
さ
れ
た
時
、

章
段
の
構
成
や
句
の
内
容
か
ら
言
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
尾
花
沢
」

．
の
方
を
選
ぶ
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
わ
び
」
「
さ
び
」
と
い
っ
た
芭
蕉
の

俳
人
と
し
て
持
ち
得
た
文
芸
理
念
へ
の
理
解
が
な
く
と
も
、
こ
の
「
尾
花
沢
」

の
章
段
は
十
分
に
読
み
取
れ
、
共
感
し
て
ゆ
く
こ
と
が
中
学
生
に
も
可
能
な
章

段
で
あ
る
こ
と
も
、
教
材
の
可
能
性
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
、
有
効
な
章
段
と
し

て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
は
、
実
に
多
様
な
面
を
持
っ
て
い
る
。
ど
の
側
面

を
捉
え
て
教
材
と
す
る
の
が
良
い
の
か
、
そ
れ
に
は
様
々
な
見
解
が
出
て
く
る

こ
と
と
思
う
。
「
平
泉
」
に
こ
そ
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
最
も
大
切
な
要
素
が
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込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
見
解
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
金
科
玉
条
の
ご
と
く
あ
が
め
て
、
中
学
生
と
い
わ
ず
高
校

生
と
い
わ
ず
「
読
ま
せ
よ
う
」
と
す
る
教
材
の
あ
り
方
は
、
ど
う
考
え
て
も
正

し
い
姿
と
は
い
え
ま
い
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
は
、
人
生
を
覚
悟
し
て
の

旅
で
あ
り
、
悲
壮
な
ま
で
の
決
意
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
見
方
が

依
然
強
い
。
し
か
し
、
我
々
自
身
が
旅
を
思
い
立
つ
時
、
社
会
的
な
状
況
の
変

化
は
否
め
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
何
を
求
め
て
旅
立
と
う
と
す
る
の
か
を
、

も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
蚕
飼
す
る

人
は
古
代
の
姿
か
な
」
の
句
を
据
え
た
辺
り
に
芭
蕉
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
今
ま
で
、
ふ
り
返
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
尾
花
沢
」
を
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
の
中
学
校
の
教
材
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
て

き
た
。
さ
ら
に
詳
細
な
実
践
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
後
日
改
め
て
論
及
し
た
い

と
思
う
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
は
、
よ
り
生
徒
の
目

の
高
さ
へ
と
お
ろ
し
て
ゆ
く
中
で
広
が
っ
て
ゆ
く
と
思
う
の
で
あ
る
。

ユ　、、

）　）王

一
2
一

（
3
）

一
4
）

　
石
塚
修
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
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価
値
に
つ
い
て
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科
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』
1
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号
　
一
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九
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八
　
7
5
－
8
3
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国
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九
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年
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学
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版
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浮
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康
彦
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古
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教
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組
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含
わ
せ
法
を
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っ
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し
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1
」
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9
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一
九
八
五
・
六
　
8
3
－
9
2
ぺ
ー
ジ

　
檀
上
正
孝
、
山
岡
　
照
「
古
典
文
学
教
育
の
研
究
と
実
践
ω
総
合
学
習

一
5
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8
一
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（
1
2
一
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一
1
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）

一
2
0
一

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
展
開
」
『
広
島
大
学
学
校
教
育
部
紀
要
」
第
－
部
第

u
巻
　
一
九
八
八
・
九
　
9
ユ
ー
㎜
ぺ
ー
ジ

　
井
本
農
一
「
芭
蕉
」
『
講
座
日
本
文
学
7
　
近
世
編
1
』
三
省
堂

一
九
六
九

　
時
枝
誠
記
『
国
語
教
育
の
方
法
』
習
文
社
　
一
九
五
四

　
安
西
適
夫
他
『
改
編
　
中
学
校
高
等
学
校
　
国
語
科
教
育
法
』
桜
楓
社

一
九
九
二

　
堀
切
実
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
序
章
の
漂
泊
観
」
『
国
文
学
解
釈
と
教

材
の
研
究
』
3
4
1
6
　
学
燈
社
　
一
九
八
九
・
五

　
尾
形
　
仇
『
新
訂
お
く
の
ほ
そ
道
』
角
川
書
店
　
一
九
八
四

　
阿
部
喜
三
男
『
詳
考
奥
の
細
道
増
訂
版
』
日
栄
社
　
一
九
七
九

　
浮
橋
康
彦
コ
目
同
校
国
語
科
に
お
け
る
『
奥
の
細
道
』
」
『
近
世
文
芸
稿
』

2
8
号
　
広
島
近
世
文
芸
研
究
会
　
一
九
八
五
・
八
　
1
3
－
2
4
ぺ
ー
ジ

　
井
本
農
一
校
注
・
訳
『
松
尾
芭
蕉
集
』
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学

館
一
九
八
○
に
本
文
は
依
っ
た
。

　
安
東
次
男
『
古
典
を
読
む
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
』
岩
波
書
店
　
一
九
八
五

　
注
（
9
）
本
文
評
釈
　
η
ぺ
ー
ジ

　
注
一
1
3
）
に
同
じ

　
麻
生
磯
次
『
奥
の
細
道
講
読
』
明
治
書
院
．
一
九
九
二

一
1
8
一
　
阿
部
正
美
『
新
修
芭
蕉
偉
記
考
説
　
行
實
編
』
明
治
書
院

一
九
八
二

　
尾
形
　
伽
「
新
資
料
・
芭
蕉
「
ほ
そ
道
」
か
ら
の
書
簡
」
『
俳
句
』
角

川
書
店
　
一
九
七
七
・
一
　
㎜
、
㎜
ぺ
ー
ジ

　
上
石
柳
水
『
尾
花
の
系
譜
』
を
『
芭
蕉
と
清
風
　
お
く
の
ほ
そ
道
・
尾

花
沢
』
芭
蕉
清
風
歴
史
資
料
館
　
一
九
八
七
　
が
指
摘
す
る
。
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岡
本
勝
『
大
淀
三
千
風
研
究
』
桜
楓
社
　
一
九
七
二

注
2
0
「
芭
蕉
の
尾
花
沢
滞
在
」

内
山
一
也
『
鑑
賞
奥
の
細
道
』
さ
る
び
あ
出
版
　
一
九
六
五

伊
地
知
鐵
男
他
『
俳
譜
大
辞
典
』
明
治
書
院
　
一
九
九
〇

岩
田
九
郎
『
諸
注
評
釈
芭
蕉
俳
句
大
成
』
明
治
書
院
　
一
九
九
一
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