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奥
州
か
ら
出
羽
へ
か
け
て
の
旅
、
時
も
ち
や
う
ど
田
植
ゑ
に
近
く
て
、
馬
鍬

や
、
朳
エ
ブ
リを
使
ふ
人
々
が
、
毎
日
午
前
中
に
乗
つ
て
ゐ
た
汽
車
の
窓
の
眺
め
で

し
た
。
か
う
し
て
民
謡
試
聴
会
場
に
這
入
る
と
必
、
何
か
農
耕
と
関
係
の
深

い
民
謡
や
民
俗
舞
踊
を
見
せ
て
貰
ひ
ま
し
た
。
昔
、
芭
蕉
は
白
河
を
越
え
る

と
す
ぐ
、
「
風
流
の
は
じ
め
や
奥
の
田
植
唄
」
の
句
を
作
つ
て
ゐ
ま
す
。
此

は
田
植
ゑ
に
都
風
な
唄
を
用
ゐ
は
じ
め
た
昔
物
語
を
聞
い
た
か
ら
で
せ
う
。

奥
州
の
村
人
が
都
の
風
流
に
ふ
れ
た
の
は
、
さ
う
し
て
は
こ
ば
れ
た
田
植
ゑ

唄
を
以
つ
て
は
じ
め
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
奥
州
へ
這
入
つ
て
、
直
に
耳
に
し

た
の
は
、
「
田
植
ゑ
唄
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
恍
惚
と
し
て
昔
人
に

還
つ
た
思
ひ
で
居
た
の
で
せ
う
。
奥
州
の
芸
能
文
化
の
歴
史
が
、
人
に
知
ら

3



れ
る
ほ
ど
に
、
遠
か
ら
ぬ
世
の
こ
と
だ
つ
た
の
で
す
。
私
ど
も
は
、
毎
日
々

々
聞
い
て
廻
つ
た
民
謡
や
、
舞
踊
の
上
に
、
此
句
と
お
な
じ
感
傷
を
浮
べ
て

聞
い
た
り
見
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。

奥
州
の
田
植
ゑ
人
に
歌
謡
を
与
へ
た
の
は
、
平
家
物
語
を
初
め
て
弾
い
た
生シ

     

仏   

ヤ
ウ
ブ
ツ

と
言
ふ
盲
人
だ
と
言
ふ
の
が
、
「
菅
菰
抄
」
以
来
の
説
で
す
が
、
其

菅
菰
抄
に
は
、
今
一
説
あ
つ
て
、
某
大
寺
の
住
僧
が
、
奥
の
人
々
の
あ
ぢ
き

な
い
た
つ
き
を
憐
ん
で
田
植
ゑ
に
唄
を
与
へ
た
の
だ
と
い
ふ
伝
へ
も
あ
つ
た

や
う
で
す
。
と
も
か
く
も
相
当
古
い
時
代
だ
と
は
言
つ
て
居
る
の
で
す
が
、

人
が
わ
か
つ
て
居
る
だ
け
に
、
時
代
も
自
ら
想
像
出
来
ま
す
。
年
代
が
知
れ

る
と
言
ふ
こ
と
は
、
伝
説
の
上
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
史
上
の
人
物
・
時
期

を
謂
つ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
可
な
り
降
つ
た
世
の
事
だ
と
思
は
れ
る
の
で
す
。
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と
も
か
く
相
応
に
新
し
い
世
に
、
新
し
い
文
化
の
一
つ
と
し
て
、
田
の
芸
能

が
奥
州
に
這
入
つ
て
来
た
こ
と
を
知
識
に
す
る
前
に
、
先
以
つ
て
情
緒
に
沁

ま
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
句
は
全
く
歴
史
を
回
想
し
た
も
の
で
な

い
様
に
考
へ
ら
れ
、
其
方
が
通
つ
て
ゐ
る
様
で
も
あ
る
。
旅
人
が
奥
州
風
流

に
ふ
れ
た
第
一
の
印
象
が
田
植
ゑ
す
る
人
、
そ
の
「
田
植
ゑ
唄
」
だ
と
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
私
ど
も
は
東
北
六
県
民
謡
の
旅
か
ら
帰
る

途
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
感
動
を
心
に
強
く
持
つ
た
の
で
し
た
。
こ
れ
は
座
談

会
の
節
も
申
し
ま
し
た
が
、
芭
蕉
の
心
持
ち
も
話
し
た
の
で
し
た
が
、
筆
記

に
は
声
が
か
す
れ
て
出
て
居
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
そ
の
出
発
点
か
ら
筆
を
つ
け

て
、
私
の
座
談
の
行
き
届
か
な
い
所
を
補
ひ
ま
す
。

「
田
植
ゑ
唄
」
ば
か
り
で
な
く
、
凡
古
風
な
と
思
は
れ
る
唄
で
も
、
奥
へ
這
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入
つ
た
の
は
、
相
当
に
新
し
い
時
代
だ
つ
た
こ
と
が
思
は
れ
ま
す
。
そ
の
当

初
の
印
象
が
、
ま
だ
唄
の
曲
節
の
上
に
残
つ
て
ゐ
る
と
申
し
た
の
も
、
此
処

の
こ
と
で
し
た
。
民
謡
舞
踊
一
つ
〳
〵
に
つ
い
て
、
歴
史
が
あ
る
訣
で
す
が
、

詳
し
い
こ
と
は
勿
論
わ
か
り
ま
す
ま
い
。
唯
、
可
な
り
古
く
這
入
つ
た
も
の

も
、
ま
だ
生
き
〳
〵
と
し
て
居
り
、
そ
れ
が
極
近
代
に
這
入
つ
た
も
の
と
、

新
鮮
な
感
触
を
以
つ
て
接
続
し
て
ゐ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
す
。
随
つ

て
土
著
の
歴
史
の
古
い
も
の
は
考
へ
ら
れ
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
固
有
の
も
の

を
と
り
出
し
て
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
さ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
勿
論
生
得

東
北
根
生
な
ど
言
ふ
の
も
、
必
、
あ
る
に
は
あ
る
で
せ
う
が
、
ど
れ
が
さ
う

だ
と
言
ふ
訣
に
は
ま
ゐ
り
か
ね
ま
す
。
山
唄
を
元
と
す
る
山
唄
、
「
し
ほ
で

こ
節
」
「
山
子
唄
」
「
萩
刈
り
唄
」
そ
れ
か
ら
「
木
挽
き
唄
」
の
あ
る
も
の
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な
ど
は
、
そ
の
労
働
の
性
質
か
ら
見
て
も
、
土
地
と
関
係
の
深
い
も
の
だ
と

い
ふ
こ
と
は
訣
る
が
、
そ
れ
で
も
唄
の
文
句
の
類
型
な
ど
は
な
く
と
も
、
曲

調
が
ど
う
し
て
も
、
お
な
じ
東
北
の
中
で
供
給
需
要
を
く
り
返
し
た
記
憶
の

明
ら
か
な
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
歌
自
身
が
、
人
の
口
に
憑
い
て
東
北
の

山
々
を
め
ぐ
つ
て
来
た
の
だ
と
言
ふ
考
へ
方
も
出
来
る
訣
な
の
で
あ
り
ま
す
。

今
度
の
旅
行
に
は
わ
り
に
出
な
い
方
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
舞
踊
と
な
る
と
、

ど
う
し
て
も
そ
の
俤
を
封
じ
て
お
く
事
は
出
来
な
か
つ
た
の
は
、
東
北
風
神

楽
の
系
統
の
芸
能
で
し
た
。
そ
ん
な
中
に
は
、
あ
ま
り
伝
説
の
制
約
が
や
か

ま
し
く
て
、
詞
も
ふ﹅
り﹅
も
類
型
過
ぎ
る
も
の
は
言
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

か
う
言
ふ
も
の
に
な
る
と
、
南
部
津
軽
の
長
い
確
執
の
歴
史
も
も﹅
の﹅
か﹅
は﹅
、

と
言
ふ
程
に
類
似
を
保
つ
て
居
り
ま
す
。
類
似
と
い
ふ
よ
り
も
、
一
つ
物
の
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岐
れ
と
い
ふ
方
が
正
し
い
と
謂
つ
た
も
の
が
多
い
の
で
す
。
芸
能
文
化
ば
か

り
は
、
政
治
経
済
の
歴
史
状
況
の
影
響
ば
か
り
に
お
し
籠
め
ら
れ
て
居
な
い

こ
と
が
、
は
つ
き
り
訣
つ
た
の
は
愉
快
で
し
た
。
相
馬
大
作
等
が
立
て
こ
も

つ
た
山
の
更
に
奥
に
は
、
そ
ん
な
感
情
ば
か
り
に
拘
泥
し
て
居
な
い
山
の
人

が
沢
山
居
て
、
も
つ
と
嬉
し
い
人
情
の
文
化
を
侘
し
い
生
活
の
上
に
、
授
受

し
て
ゐ
た
の
で
す
。
田
園
を
控
へ
た
村
や
町
方
に
時
を
定
め
て
出
入
し
た
、

乞
食
者
流
の
芸
能
人
は
固
よ
り
そ
ん
な
裏
日
本
表
日
本
の
区
劃
よ
り
も
、
も

つ
と
狭
い
土
地
の
感
性
を
寧
、
蔑
視
す
る
様
な
顔
を
し
て
自
由
に
漂
泊
し
て

歩
い
た
や
う
で
す
。
さ
う
し
て
そ
れ
等
の
も
の
ゝ
撒
い
て
過
ぎ
た
唄
や
芸
能

は
、
唄
は
固
よ
り
、
元
来
芸
能
刺
戟
の
乏
し
い
地
方
人
の
心
に
愛
惜
せ
ら
れ

て
、
物
売
り
や
祝
言
人
の
謡
つ
た
も
の
が
、
そ
の
身
ぶ
り
と
共
に
、
と
り
上
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げ
ら
れ
て
、
宴
席
の
芸
能
と
な
つ
た
も
の
も
段
々
あ
る
や
う
で
す
。
中
に
は
、

秋
田
の
花
館
万
歳
や
、
庄
内
の
春
田
打
ち
の
様
に
、
あ
る
地
方
に
は
、
あ
る

家
と
の
関
係
か
ら
固
定
し
て
し
ま
つ
て
、
周
囲
の
同
様
の
芸
能
と
比
べ
る
と
、

ま
る
で
別
物
の
や
う
に
見
え
る
ほ
ど
の
形
を
持
ち
こ
た
へ
て
ゐ
る
の
も
あ
り

ま
す
。
又
、
あ
の
ど
う
言
ふ
道
を
通
つ
て
ど
う
し
て
こ
ん
な
所
に
来
た
の
だ

ら
う
と
思
は
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
唄
の
歴
史
あ
る
流
行
地
か
ら
、
隔
絶
し
た
奥

羽
の
村
に
職
人
唄
や
、
物
売
り
唄
の
謡
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
明
ら
か
に
職
人

や
物
売
り
の
移
動
の
痕
を
残
し
て
ゐ
る
も
の
で
す
。

海
上
や
、
又
そ
れ
に
続
い
た
大
河
を
通
し
て
来
た
民
謡
は
、
そ
れ
こ
そ
自
由

に
遠
い
海
港
の
も
の
を
辺
土
の
浜
や
渚
に
残
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
ん
な
中
に
も

筏
唄
な
ど
言
ふ
も
の
は
、
労
働
の
性
質
、
又
職
業
の
接
続
か
ら
で
あ
り
ま
せ
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う
が
、
木
遣
り
の
姿
を
見
せ
て
ゐ
た
の
は
愉
快
で
し
た
。
海
か
ら
上
る
と
す

ぐ
そ
の
地
の
群
飲
・
群
舞
の
詞
章
と
な
る
ら
し
く
て
、
海
岸
地
の
宴
席
や

「
盆
踊
」
な
ど
に
は
こ
れ
が
未
に
栄
え
て
居
る
様
子
が
、
ま
ざ
〳
〵
浮
ん
で

来
ま
し
た
。
殊
に
あ
の
編
笠
に
紋
つ
き
羽
織
で
、
嫗
た
ち
の
踊
つ
た
「
十
三

の
砂
山
」
は
唄
の
文
句
も
相
応
に
古
い
が
、
そ
の
詞
章
の
載
せ
ら
れ
た
曲
節

は
、
古
く
十
三
湊
に
海
を
渡
つ
て
来
た
西
の
唄
で
あ
つ
た
。
唄
自
身
は
さ
う

し
た
歴
史
を
う
ろ
覚
え
に
知
つ
て
ゐ
て
、
故
郷
を
忘
れ
た
悲
哀
を
思
ひ
沁
む

や
う
に
、
謡
ひ
て
の
口
か
ら
出
て
溜
め
息
の
や
う
に
流
れ
る
の
を
感
ぜ
ず
に

は
居
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
遠
海
を
航
し
て
来
た
印
象
の
深
い
の
は
、
殊
に

裏
日
本
の
物
に
多
い
や
う
で
す
。
だ
か
ら
思
ふ
。
日
本
海
に
向
つ
た
海
辺
で

謡
は
れ
る
唄
が
寂
し
い
な
ど
い
ふ
こ
と
は
、
津
軽
・
秋
田
・
庄
内
な
ど
の
土
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地
が
、
憂
鬱
な
風
景
を
四
季
に
交
替
し
て
見
せ
る
か
ら
と
言
ふ
や
う
な
こ
と

は
言
へ
な
い
や
う
で
す
。
唄
そ
の
物
の
旅
行
と
言
ふ
こ
と
が
哀
切
な
余
情
を

迸
ら
し
て
、
詞
章
を
悲
し
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
津
軽
は
措
く
。
秋
田
や
庄
内

は
、
何
処
に
屈
托
し
た
表
情
を
示
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
今
度
の
民
謡
の
旅

に
よ
つ
て
、
尠
く
と
も
私
の
し
た
大
き
な
学
問
は
、
東
北
の
民
謡
が
、
全
体

と
し
て
憂
鬱
な
所
の
な
い
と
い
ふ
点
で
あ
る
。
「
追
分
」
が
悲
し
い
と
思
ひ

つ
く
人
も
あ
ら
う
が
、
「
追
分
」
そ
の
物
の
、
出
処
に
近
い
中
央
日
本
で
の

方
が
、
以
前
は
も
つ
と
違
つ
た
も
の
だ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
尺
八
に
乗

つ
て
謡
は
れ
て
ゐ
る
声
は
、
声
自
身
が
悲
し
い
と
い
ふ
よ
り
も
、
尺
八
を
携

へ
て
流
浪
し
た
人
の
生
活
が
訴
へ
る
幾
代
の
旅
愁
が
然
ら
し
め
る
も
の
だ
と

思
ふ
。
「
馬
方
唄
」
と
し
て
の
歴
史
を
発
達
・
流
転
の
中
間
に
持
つ
て
ゐ
る
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「
追
分
」
は
本
質
と
し
て
悲
し
い
よ
り
は
、
朗
ら
か
な
寂
し
い
秋
の
空
の
高

い
の
に
も
譬
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
「
牛
追
唄
」
も
、
山
唄
の
あ
る

物
も
、
そ
れ
か
ら
「
刈
り
上
げ
唄
」
な
ど
も
、
此
類
に
這
入
る
も
の
で
あ
る

の
だ
が
、
南
部
の
「
牛
方
節
」
は
、
牛
方
の
饗
宴
に
用
ゐ
ら
れ
る
事
が
多
い

為
か
、
少
し
の
ど
か
さ
に
過
ぎ
た
所
が
あ
つ
た
。
田
舎
で
実
際
挽
い
て
歩
い

て
る
時
は
、
も
つ
と
人
を
寂
し
が
ら
せ
る
ふ
し
が
あ
る
の
で
せ
う
。
東
北
に

は
元
来
抱
か
れ
易
い
空
想
が
あ
り
ま
す
。
土
地
が
古
い
と
言
ふ
事
が
、
自
家

の
祖
先
の
土
着
と
の
歴
史
の
古
さ
を
示
す
と
い
ふ
錯
覚
を
誘
ふ
ら
し
く
、
多

く
あ
い
ぬ
の
居
つ
た
旧
蹟
と
い
ふ
所
が
、
世
間
人
の
話
の
間
に
も
謂
は
れ
る
。

さ
う
し
て
や
つ
ぱ
り
、
だ
か
ら
此
辺
は
古
く
か
ら
開
け
て
居
た
の
だ
と
い
ふ
。

我
々
の
祖
先
と
先
住
民
と
の
関
聯
を
ど
う
説
く
か
と
言
ふ
こ
と
を
考
慮
の
外
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に
し
て
さ
う
言
ふ
こ
と
を
言
ふ
人
が
、
特
に
あ
る
地
方
に
は
多
い
様
で
す
。

あ
い
ぬ
を
言
は
な
い
ま
で
も
「
に
や
に
や
と
や
ら
」
の
元
歌
が
や
は
り
、
さ

う
し
た
傾
向
を
以
つ
て
説
か
れ
て
ゐ
る
。
之
を
万
葉
仮
名
な
ど
で
書
い
て
、

尊
い
御
方
の
御
作
だ
と
説
い
た
り
し
て
ゐ
ま
す
。

元
来
何
の
こ
と
も
な
い
「
何
な
と
や
れ
よ
。
何
な
と
為
さ
れ
よ
。
何
な
と
や

れ
よ
」
と
言
ふ
類
の
文
句
で
、
「
さ
ゝ
何
で
も
せ
い
」
と
言
ふ
伊
勢
音
頭
の

囃
し
と
通
じ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
謡
ふ
人
は
其
意
味
は
知
つ
て
ゐ
る
に
違

ひ
な
い
が
、
書
き
と
つ
た
人
が
、
土
地
の
発
音
を
、
さ
う
し
た
風
に
説
く
事

に
よ
つ
て
、
も
の
〳
〵
し
く
感
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
と
余
程
用
心
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
誰
一
人
異
論
な
く
今
度
の
収
穫
の
様
に
感
じ
た

「
ほ
う
は
い
」
で
す
。
こ
れ
の
分
布
も
思
ひ
が
け
な
く
広
い
と
思
は
れ
る
の
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に
も
驚
き
ま
し
た
。
町
田
・
藤
井
両
氏
な
ど
に
は
、
既
に
調
査
ず
み
の
や
う

で
し
た
が
、
唯
之
を
あ﹅
い﹅
ぬ﹅
の
や
う
な
つ
も
り
で
持
つ
て
戻
つ
て
来
た
の
が

拡
つ
た
の
だ
と
説
け
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
す
が
、
其
さ
へ
大
分
む
づ
か
し
い

問
題
を
惹
き
起
し
さ
う
に
思
は
れ
ま
す
。
珍
し
い
事
は
、
純
粋
無
垢
の
我
々

旧
民
族
の
間
に
も
頻
々
と
あ
る
の
で
す
。
地
の
遠
近
を
根
柢
に
し
た
系
統
観

は
、
時
に
は
、
同
一
民
族
を
曾
て
の
異
種
族
の
末
と
し
て
し
ま
ひ
か
ね
な
い

こ
と
に
注
意
し
て
頂
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
度
の
旅
行
で
私
と
し
て
得
た
収
穫
は
、
「
ほ
う
は
い
」
も
さ
う
で
す
が
、

「
よ
み
う
た
」
（
読
歌
）
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
を
聴
い
た
こ
と
で
す
。
上
閉

伊
の
「
大
漁
唄
」
に
は
殊
に
其
傾
向
が
甚
し
か
つ
た
の
で
気
づ
き
ま
し
た
。

其
か
ら
注
意
し
て
聴
き
ま
し
た
。
古
い
宴
歌
に
は
、
共
通
要
素
と
し
て
、
こ
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ん
な
部
分
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

宴
歌
と
い
ふ
と
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
「
い
ざ
や
ま
き
」
と
「
西
馬
音
内
の

盆
踊
」
で
す
。
あ
の
二
つ
に
限
ら
ず
、
ち
よ
つ
と
見
は
関
係
な
い
様
で
居
て
、

宴
席
に
関
係
の
深
い
も
の
が
多
い
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
座
敷
踊
り
の
こ
と

は
、
町
田
さ
ん
の
咄
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
座
敷
の
外
に
、
屋
台
で
行
ふ
芸

能
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
違
ふ
点
は
、
少
数
の
人
が
す
る
の
で
、
謂
は
ゞ
舞
台

に
同
じ
で
す
。
が
、
屋
台
に
居
る
人
の
芸
能
に
続
い
て
、
見
物
が
囃
し
た
り
、

踊
つ
た
り
す
る
の
は
、
舞
台
芸
能
と
、
宴
席
芸
能
と
の
相
違
な
の
で
す
が
、

舞
台
芸
能
も
古
い
ほ
ど
、
段
々
宴
席
芸
能
に
近
づ
く
の
で
す
。
盆
踊
り
も
、

実
は
そ
の
部
類
に
這
入
る
の
で
す
。
扨
「
い
ざ
や
ま
き
」
は
今
は
其
地
以
外

で
は
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
鶴
岡
の
盆
踊
り
に
行
は
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れ
た
の
が
、
初
め
の
や
う
で
す
。
が
、
利
用
の
範
囲
は
も
つ
と
広
く
な
つ
た

も
の
と
思
は
れ
る
の
で
す
が
、
放
送
局
か
ら
貰
つ
た
本
に
、
鶴
岡
の
俳
人
河

上
兆
而
の
筆
に
は
じ
ま
る
と
言
ふ
風
に
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
気
の
と
ほ
つ

た
人
間
の
作
に
は
違
ひ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
分
量
の
非
常
に
多
い
も
の
で
す
。

そ
の
中
、
大
山
に
残
つ
た
も
の
が
こ
れ
で
、
千
本
桜
関
係
の
踊
り
歌
の
外
に
、

く
づ
れ
た
の
が
あ
る
や
う
で
す
。
鶴
岡
の
町
々
で
行
う
た
も
の
で
す
が
、
唄

か
ら
見
れ
ば
芝
居
の
ふ
り
つ
け
か
、
役
者
の
類
が
、
ふ
り
を
一
々
つ
け
た
も

の
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
の
文
句
と
詞
と
は
不
即
不
離
の
所
に
お
も
し

ろ
み
が
あ
り
、
ち
よ
つ
と
あ﹅
く﹅
の
抜
け
た
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
此
は
踊
り
屋

台
の
や
う
な
も
の
ゝ
上
で
踊
つ
た
の
で
せ
う
が
、
淡
路
の
大
久
保
踊
り
の
例

に
よ
る
と
、
群
舞
と
し
て
も
行
は
れ
ぬ
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
ま
づ
一
人
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踊
り
で
せ
う
。
唄
は
前
に
言
つ
た
様
で
、
よ
く
出
来
て
ゐ
る
が
、
民
謡
と
は

全
然
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
秋
田
の
御
山
オ
ヤ
マ
囃
し
を
参
考
に
考
へ
て
見
れ
ば
、
か
う

言
ふ
風
に
な
つ
て
行
く
径
路
は
察
せ
ら
れ
ま
す
。
其
が
性
質
を
つ
き
と
め
て

来
る
と
、
座
敷
踊
り
に
な
つ
て
残
る
の
は
知
れ
た
こ
と
で
す
。

秋
田
の
方
へ
行
つ
て
「
西
馬
音
内
」
は
、
如
何
に
も
昔
の
踊
り
咄
な
ど
言
つ

た
時
代
の
俤
の
あ
る
も
の
で
「
秋
田
音
頭
」
か
ら
し
て
さ
う
で
す
が
、
こ
ゝ

の
は
咄
の
要
素
が
非
常
に
多
い
様
で
す
。
そ
れ
に
や
は
り
御
山
囃
し
の
系
統

か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
で
、
屋
台
の
上
の
芸
が
重
要
視
せ
ら
れ
て
居
ま
す
。
だ

か
ら
踊
り
は
自
然
に
任
せ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

此
以
上
の
事
は
、
座
談
の
方
で
申
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
民
謡
の
旅
の
後
、

東
京
で
小
寺
夫
人
清
水
和
歌
さ
ん
の
舞
踊
会
が
あ
つ
て
、
「
西
馬
音
内
の
盆
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踊
」
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
は
な
る
程
と
う
な
づ
か
れ
ま
し
た
。
踊
り
の
間
が
、

わ
ざ
と
ら
し
く
な
く
て
、
極
め
て
軽
く
調
子
に
合
つ
て
行
く
。
少
し
も
ぎ
く

し
や
く
す
る
こ
と
な
し
に
、
う
け
流
し
〳
〵
踊
つ
て
ゐ
る
や
う
で
な
る
程
と

感
じ
ま
し
た
。
踊
り
や
囃
子
と
、
踊
り
の
手
と
が
西
馬
音
内
以
上
に
す
ら
〳

〵
と
触
れ
あ
つ
て
行
く
の
で
す
。
は
あ
西
馬
音
内
か
ら
、
此
だ
け
よ
い
も
の

を
発
見
し
た
の
だ
な
と
感
心
し
ま
し
た
。
さ
う
し
て
、
座
談
の
時
の
主
張
の

あ
つ
た
こ
と
も
訣
り
ま
し
た
様
な
次
第
で
す
。

さ
て
も
つ
と
〳
〵
話
が
あ
る
や
う
な
の
で
す
が
、
あ
ま
り
長
く
な
り
ま
し
た
。

こ
ゝ
で
唄
と
舞
と
の
流
伝
の
違
ひ
を
一
口
述
べ
て
や
め
ま
せ
う
。
ど
う
も
唄

は
水
上
か
ら
来
る
も
の
ゝ
方
が
、
自
由
で
あ
り
、
又
事
実
も
偶
然
性
と
言
つ

た
も
の
を
土
地
の
人
情
の
上
に
持
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
。
之
に
反
し
て
踊
り
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は
ど
う
も
水
上
か
ら
来
る
こ
と
は
少
く
て
、
従
つ
て
あ
ま
り
思
ひ
き
つ
て
遠

く
遊
ば
な
い
の
が
、
近
代
の
形
の
様
で
す
。
昔
は
、
宗
教
と
手
を
と
り
あ
つ

て
、
随
分
辺
土
へ
〳
〵
と
昂
奮
を
捲
き
起
し
な
が
ら
這
入
り
こ
ん
で
行
つ
た

や
う
で
す
が
、
ど
う
も
近
代
は
限
度
が
自
ら
あ
る
や
う
で
す
。
其
は
一
つ
は

水
上
に
よ
る
こ
と
が
不
思
議
に
少
い
こ
と
も
、
さ
う
言
ふ
伝
播
性
を
縮
め
た

の
だ
と
思
は
れ
ま
す
が
、
如
何
で
せ
う
。
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文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　21

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年11

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
卷
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日
発
行

初
出
：
「
東
北
民
謡
試
聴
団
座
談
会
記
録
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
フ
ク
ポ
ー

2018

年9
月28

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w
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作
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ま
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入
力
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校
正
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制
作
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ボ
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の
皆
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。
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