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島

吉

雄

奥

の
細
道
と

こ
ろ
ど

こ
ろ

四

八
、
「
奥

の
細
道
」
中

の
俳
句

奥
の
細
道
中
の
俳
句
に
は
、
そ
の
解
釈
上
、
古

来
問
題
の
お
る
も
の
が
砂
く
な
い
。
今
回
は
そ
の

う
ち
の
二
三
の
句
に
つ
い
て
解
説
を
試
み
よ
う
と

思
ふ
。

ま
づ
、
須
賀
川
で
の
旬
、

風
流
の
は
じ
め
や
奥
の
日
植
う
た

に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
の
古
来
の

解
釈
上
の
見
解
は
、

「俳
句
研
究
」
昭
和
十
年
八

月
号
の

「奥
の
細
道
綜
合
研
究
（
四
と

に
穎
原
退

蔵
氏
に
よ
っ
て
要
領
よ
く
紹
介
せ
ら
れ
て
を
り
、

ま
た

「芭
蕉
講
座
」
第
二
巻
俳
句
篇
（中
）に
も
加

藤
機
郁
氏
の
同
様
な
解
説
が
あ
る
。
大
体
は
そ
れ

ら
の
文
章
の
と
ほ
り
で
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
が
、

な
ほ

一
二
附
加
し
た
い
点
が
ち
る
の
で
、
重
ね
て

こ
こ
で
比
の
句
を
と
り
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
句
の
解
釈
は
、

「
風
流
」
と

い
ふ
語
と

「
は
じ
め
」
と
い
ふ
語
と
を
ど
う
い
ふ

意
味
４
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
、
諸
説
が
生
ず
る

の
で
あ
る
が
、

「風
流
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

謡
物
の
名
目
と
す
る
説
と
、
普
通

一
般
に
使
用
す

る
風
流
風
雅
と
い
ふ
意
味
の
場
合
す
な
は
ち

「
み

や
び
」
と
い
ふ
や
う
な
意
味
に
解
す
る
説
と
の
両

説
が
あ
り
、
ま
た
、

「
は
じ
め
」
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を

「濫
陽
」
の
意
に
と
る
説
と
、

「
最
初
」

も
―́
く
は

「第

一
歩
」
の
意
味
に
と
る
説
と
の
両

説
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
各
説
の
組
み
合

は
せ
方
に
よ
っ
イ
．幾
と
に
つ
も
の
解
釈
が
生
ず
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
次
の
三
説

に
帰
着
す
る
。
第

一
は
、
奥
州
の
田
槽
歌
は
風
流

（
み
や
び
）
の
原
初
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
り
、

第
二
は
奥
州
の
田
植
歌
は
こ
の
た
び
の
旅
の
風
流

（
み
や
び
）
の
第

一
歩
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
り
、

第
〓
は
奥
の
日
植
歌
は
謡
物
た
る
風
流
の
濫
場
で

あ
る
と
い
ふ
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
説
の

い
づ
れ
が
よ
ろ
し
き
解
釈
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、

そ
の
い
づ
れ
も
が
よ
ろ
し
く
な
い
解
釈
で
あ
る
か

と
い
ふ
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
結
論

的
に
言
へ
ば
、
第
二
の
奥
州
の
日
植
歌
は
こ
の
た

び
の
旅
の
風
流
の
第

一
歩
で
あ
る
と
い
ふ
説
が
よ

ろ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
今
日
で
は

殆
ど
通
説
で
あ
っ
て
、
諸
家
の
ひ
と
し
く
賛
成
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
も
ふ
に
、
風
流
を
謡
物
の
名
で
あ
る
と
す
る

説
は

「菅
菰
抄
」
に
は
じ
ま
り
、
昭
和
六
年
七

・

八

・
九
月
に
わ
た
っ
て
雑
誌

「筑
波
」
に
連
載
せ

ら
れ
た
斎
藤
香
村
氏
の
説
に
至
っ
て
完
成
す
る
の

で
あ
る
が
、
い
か
に
も
鎌
倉
室
町
の
時
代
に
は
風

流
な
る
謡
物
が
存
在
―
た́
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
、

現
代
で
も
な
ほ
地
方
に
そ
の
遺
風
の
伝
は
っ
て
ゐ

る
も
の
が
あ
る
。
わ
た
く
し
も
、
福
岡
県
田
川
郡

地
方
に
今
も
な
ほ
風
流
と
称
す
る
謡
物
が
遺
存
し
、

そ
れ
に
は
簡
単
な
所
作
が
伴
な
ひ
、
祭
礼
の
折
な

ど
に
演
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
知

っ
て
ゐ
る
。
し
か

し
、
こ
の
謡
物
の
風
流
は
、

「
ふ
り
う
」
と
呼
ぶ

の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に
最
も
大

切
な
こ
と
は
、
芭
蕉
が

「風
流
」
を
謡
物
の
意
味

に
使

っ
た
か
ど
う
か
、
す
な
は
ち
、
芭
蕉
の
意
図



が
那
辺
に
あ
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉

の
用
語
例
か
ら
言
へ
ば
、
風
流
を
謡
物
の
意
に
用

ゐ
た
例
は
、
他
に
見
出
だ
せ
な
い
。
奥
の
細
道
の

文
中
に
も
、
こ
の
所
の
は
か
に
風
流
と
い
ふ
語
が

二
個
所
出
て
く
ろ
が
、
い
づ
れ
も

一
般
的
な
用
法

で
あ
っ
て
、

「
み
や
び
」
の
意
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ

る
。
す
な
は
ち
、
仙
台
の
加
右
衛
門
を
ほ
め
て
、

「
さ
れ
ば
こ
そ
風
流
の
し
れ
も
の
、
そ
の
実
を
あ

ら
は
す
」
と
言
ひ
、
ま
た
大
石
日
の
条
に

「
こ
の

た
び
の
風
流
こ
こ
に
至
れ
り
」
と
し
る
し
て
．ゐ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
二
例
だ
け
で
は
、
こ
の
俳
旬
の

「
風
流
」
を

「
み
や
び
」
の
意
に
と
る
べ
き
決
め

手
に
は
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
二
例

は

「風
流
の
は
じ
め
」
の

「
風
流
」
を
「
み
や
び
」

の
意
に
と
る
べ
き
類
推
材
料
に
は
な
り
得
る
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
句
は
、
こ
れ
を
そ
の
句
形
の

上
か
ら
演
繹
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
右
に
あ
げ

た
幾
と
は
り
も
の
解
釈
が
い
づ
れ
も
成
り
立
ち
得

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
言
へ
ば
、
実
に
表

現
の
不
完
全
な
句
だ
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
句
が
表
現
の
不
完
全
な
句
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、

既
に
荻
原
井
泉
水
氏
の

「奥
の
細
道
評
論
」
に
も

述
べ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
こ
の

句
の
解
釈
を
こ
の
句
の
制
作
さ
れ
た
場
を
理
解
す

る
こ
と
か
ら
帰
納
的
に
求
め
る
と
い
ふ
方
法
が
採

ら
れ
、
芭
蕉
が
こ
の
句
を
作
っ
た
時
の
気
持
か
ら

推
し
て
考
へ
る
と
、
第
二
の
解
釈
に
な
る
べ
き
だ

と
い
ふ
の
で
、
現
今
で
は
こ
の
第
二
の
説
が
通
説

と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
句

け
須
賀
川
の
等
射
亭
で
の
挨
拶
の
句
た
る
性
格
を

多
分
に
そ
な
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
曾
良

の
俳
諸
書
留
に
も

「信
夫
招
」
に
も

「等
期
を
訪

ね
て
陽
関
を
出
て
故
人
に
逢
ふ
や
う
な
喜
び
を
感

ず
る
」
と
い
ふ
意
味
の
、
長
い
詞
書
き
が
つ
い
て

を
り
、
そ
し
て
、
こ
の
旬
に
和
し
て
等
期
は

「
い

ち
ご
を
折

っ
て
わ
が
ま
う
け
草
」
と
い
ふ
脇
句
を

つ
け
て
ゐ
る
。
言
は
ば
、
芭
蕉
は
本
格
的
な
奥
州

路
に
は
ひ
っ
て
最
初
の
俳
席
を
等
射
亭
で
持
っ
た

の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
喜
び
を
田
植
歌
に
寄
せ
て

現
は
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
植
歌
こ
そ
奥
州

路
で
の
風
流
の
第

一
歩
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
芭
蕉
は
奥
州
路
の
田
植
歌
の
部
び
た
説

子
に
心
ひ
か
れ
、
風
流
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ

た
ら
う
が
、
同
時
に
等
期
に
対
し
て
奥
州
で
の
最

初
の
風
流
ι
会
し
得
た
喜
び
を
謝
す
る
気
持
を
も

こ
の
句
に
含
ま
せ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き

で
あ

る

―
―
と
、
か
う
い
ふ
風
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

一
体
、
こ
の
俳
句
は
、
大
石
日
の
条
の

「
こ
の
た

び
の
風
流
こ
こ
に
至
れ
り
」
と
い
ふ
文
と
照
応
じ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
奥
の
細
道
と
い
ふ

一
篇
の
紀

行
文
に
あ
っ
て
、
文
中
の
俳
句
の
役
割
り
と
い
ふ

も
の
は
非
常
に
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
果

の
上
で
は
文
と
句
と
は

一
体
と
な
っ
て
一融
和
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
こ
こ
に
旬
）と
文
と
が
照

応
関
係
に
あ
る
と
言

っ
て
も
、
決
し
て
を
か
し
く

は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
紀
行
文
を
精
読
す
れ
ば
、

芭
蕉
が
い
か
に
こ
の
一
篇
の
行
文
の
上
に
深
い
心

づ
か
ひ
を
し
、
修
辞
接
巧
の
上
に
も
留
意
し
て
ゐ

る
か
と
い
ふ
こ
と
が
直
ぐ
わ
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、

右
の
文
と
句
と
が
互
に
照
応
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
見

方
は
、
む
し
ろ
芭
蕉
の
表
現
意
図
の
真
実
に
ち
か

い
の
で
あ
る
と
言
へ
る
だ
ら
う
。
元
来
、
大
石
田

の
条
の

「
こ
の
た
び
の
風
流
こ
こ
に
至
れ
り
」
と

い
ふ
文
の
意
味
に
つ
い
て
は
、　
Ｐ
」
の
た
び
の
旅

の
風
流
が
、
こ
ん
な
こ
と
に
ま
で
立
ち
至
っ
た
」

と
い
ふ
解
釈
と
、

「今
度
の
旅
行
に
於
け
る
風
流

は
、
こ
こ
に
於
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
」
と
い
ふ

解
釈
と
の
二
説
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

「
至
る
」

と
い
ふ
語
の
本
来
の
語
義
か
ら
い
ふ
と
、

「頂
点

に
達
し
た
」
と
解
釈
す
る
方
が
よ
ろ
し
い
の
で
あ

っ
て
、
従
っ
て
こ
の
頂
点
に
達
す
る
過
程
に
於
て

は
、
風
流
の
第

一
歩
と
い
ふ
も
の
が
当
然
あ
る
べ

き
筈
で
あ
り
、
そ
の
点
に
注
意
し
て
、
大
石
口
よ

り
以
前
に
芭
蕉
は
風
流
の
第

一
歩
を
筆
に
し
て
ゐ



る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の

「風
流
の
は
じ
め
や
」
の
句
を
発
見
す
る
の

で
あ
る
。
す
な
は
ち
、　
フ
」
の
た
び
の
風
流
こ
こ

に
至
れ
り
」
と
「風
流
の
は
じ
め
や
奥
の
田
柏
歌
」

と
は
、
対
応
じ
照
応
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

両
者
が
照
応
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
森
修
氏

校
訂
の

「
お
く
の
細
道
」
の
頭
注
に
も
指
摘
し
て

ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
が
相
照
応
す

る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
俳
句
に
於
け
る
「風
流
」

と

「
こ
の
た
び
の
風
流
」
の

「風
流
」
と
は
同
内

容
の
も
の
で
あ

る

べ
く
、
ま
た

「
は
じ
め
」
は

「
の
ち
」
と
か

「最
後
」
と
か
い
ふ
語
に
対
応
す

る
意
味
の
も
の
で

「最
初
」
と
か

「第

一
歩
」
と

か
い
ふ
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し

は
、
こ
の
行
文
上
の
照
応
と
い
ふ
面
か
ら
見
て
ゆ

く
Ｌ
、
こ
の
須
賀
川
で
の
俳
句
の
解
釈
は

一
つ
に

決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
っ
て
、「
奥

の
日
植
歌
は
奥
州
路
に
於
け
る
風
流
の
第

一
歩
で

あ
る
」
と
い
ふ
解
釈
は
動
か
な
い
も
の
に
考
へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

奥
の
細
道
に
は
、
か
う
い
ふ
風
に
そ
の
文
章
と

の
双
関
関
係
に
於
て
見
る
と
き
、
そ
の
句
意
を
明

ら
か
に
し
得
る
俳
句
が
す
く
な
く
な
い
。
た
と
へ

ば
、
今
の
須
賀
川
で
の
句
の
少
し
前
の
と
こ
ろ
に

芦
野
の
清
水
の
柳
を
詠
ん
だ
句
が
あ
る
が
、
こ
れ

な
ど
も
そ
の
文
と
の
関
連
に
於
て
そ
の
句
意
を
明

確
に
把
握
じ
得
る

一
例
で
あ
る
。

田

一
枚
植
ゑ
て
立
ち
さ
る
柳
か
な

こ
の
句
も
、
や
は
り
表
現
の
不
完
全
な
句
で
あ

っ
て
、
普
通
に
解
釈
す
れ
ば
、
作
者
が
日
を
植
ゑ

て
立
ち
去
る
が
如
き
意
味
に
と
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
で
は
こ
の
句
情
が
生
き
て
来
な
い
か
ら
、
そ

れ
で
こ
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と

説
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
結
局
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
古
来
両
説
が
あ
り
、
そ
の
一
は

「植
ゑ
て
立

ち
さ
る
」
を

一
つ
の
連
語
と
見
て
、
そ
の
主
語
を

田
植
ゑ
の
早
少
女
で
あ
る
と
す
る
説
で
、
他
は
、

「柏
ゑ
て
」
の
主
語
を
早
少
女
、

「立
ち
さ
る
」

の
主
語
を
作
者
と
見
る
説
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の

い
づ
れ
の
説
が
よ
ろ
し
き
か
。
第

一
説
は
、
同

一

文
に
あ
っ
て
二
つ
の
異
な
る
主
語
を
も
つ
と
い
ふ

こ
と
は
国
文
法
上
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
文
法
的

妥
当
性
を
重
ん
じ
て
か
う
い
ふ
解
釈
を
下
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
は
、
一則
文
に

「
今

日
こ
の
柳
の
蔭
に
こ
そ
立
ち
よ
り
侍
り
つ
れ
」
と

あ
る
の
を
受
け
て
、
そ
の
前
文
の
余
意
を
こ
の
一

句
に
こ
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
里
ユ
ち
さ
る
」

の
主
語
は
作
者
自
身
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、
植
ゑ
る
の
は
田
植
女
た
ち
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
こ
こ
で
も

「立
ち
よ
る
」

と

「
立
ち
さ
る
」
と
は
相
照
応
ｔ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
照
応
し
て
ゐ
る
か
ら

「立
ち
さ
る
」
主
人
公

と

「
立
ち
よ
る
」
主
人
公
と
が
同

一
人
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
ぶ
理
り
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
は
そ
の
文
に
も
旬
に
も
こ
の
対
句
的
照
応
を

盛
ん
に
用
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
の
白
河
の
関

越
え
の
条
に
も
、

「秋
風
を
耳
に
残
し
、
紅
葉
を

悌
に
し
て
、
青
葉
の
総
猶
ち
は
れ
な
り
」
な
ど
と

記
し
て
ゐ
て
、
秋
風
、
紅
葉
、
青
葉
と
、
対
句
的

に
重
ね
、
そ
し
て
、

「
卯
の
花
の
自
妙
に
」
と
受

け
て
来
た
と
こ
ろ
な
ど
、
実
に
照
応
の
妙
を
極
め

て
ゐ
る
。

次
に
、
ま
た
、
平
泉
の
光
堂
を
よ
ん
だ
俳
句
、

五
月
雨
の
ふ
り
残
し
て
や
光
堂

こ
れ
も
、
そ
の
解
釈
に
両
説
が
あ
る
の
だ
が
、
ン」

れ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
二
年

一
月
号
の

「女

学
」
に
臼
井
吉
見
氏
の
評
論
が
あ
っ
て
、
そ
の
解

釈
は
、

「幾
春
秋
を
経
て
、
年
々
の
五
月
雨
に
も

朽
ち
ず
、
光
堂
は
燦
然
と
し
て
今
日
ま
で
残
り
伝

は
っ
て
ゐ
る
」
と
い
ふ
の
に
治
定
し
て
ゐ
る
。
そ

の
理
由
は
、
や
は
り
、
そ
の
前
文
に
、

「
四
面
新

に
田
み
て
い
ら
か
を
覆
う
て
風
雨
を
凌
ぐ
、
暫
時

千
載
の
記
念
と
は
な
れ
り
」
と
あ
る
意
を
受
け
て
、

句
が
成
立
し
て
ゐ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
曾
良

の
日
記
に
よ
れ
ば
当
時
は
雨
が
降

っ
て
ゐ
な
か
っ



た
し
、
こ
の
句
の
初
案
が
ま
た

「
五
月
雨
や
年
年

降
て
五
百
た
び
」
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ

と
等
が
、
傍
証
と
せ
ら
れ
る
。

総
じ
て
、
奥
の
細
道
中
の
俳
句
の
解
釈
に
当

っ

て
、
そ
の
句
の
初
案
が
参
考
に
な
る
場
合
が
す
く

な
く
な
い
。
い
ま
の

「光
堂
」
の
旬
の
場
合
も
そ

の
一
例
で
あ
る
が
、
た
と
へ
ば
、
日
光
で
の

あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

の
句
も
、
初
案
の

あ
な
た
ふ
と
木
の
下
暗
も
日
の
光

を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
旬
の
真
意
が

一
層
明
瞭
に

な
る
し
、
酒
日
で
の

暑
き
日
を
海
に
入
れ
た
り
最
上
川

の
旬
に
し
て
も
、
初
案
の

「涼
し
さ
や
海
に
入
た

る
最
上
川
」
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
旬
の
余
意
が

涼
し
さ
に
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
判
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
ま
た
奥
の
細
道
の
俳
句
を
解
釈
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
本
文
と
の
関
聯
に
於
て
解
釈

し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

今
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
に
既
に
わ
た
く
し
の

実
行
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
前
文
の

如
何
に
よ
っ
て
、
句
意
の
異
な
る
こ
と
が
、
し
ば

し
ば
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
へ
ば
、
小
松

で
の
、

し
を
ら
し
き
名
や
小
松
吹
く
萩
薄

と
い
ふ
旬
の
前
文
が
、
奥
の
細
道
で
は
、

「小
松
と
い
ふ
所
に
て
」

と
あ
る
だ
け
で
ち
る
が
、　
配
ヨ
丸
げ
」
に
は
、

「北
国
行
脚
の
時
い
づ
れ
の
野
に
や
侍
り
け

ん
、
あ
つ
さ
ぞ
ま
さ
る
と
よ
み
侍
り
し
な
で

し
こ
の
花
さ
へ
盛
り
過
ぎ
行
く
頃
、
萩
薄
に

風
の
わ
た
り
し
を
力
に
、
旅
愁
を
な
ぐ
さ
め

侍
り
て
、」

と
い
ふ
長
い
前
文
が
あ
る
。
芭
蕉
の
真
蹟
の
方
で

は
、
こ
の
文
の
末
尾
が

「
な
ぐ
さ
め
侍
る
と
て
」

と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
前

文
に
従
ふ
時
は
、

「
し
を
ら
し
き
名
や
」
の
句
は

実
情
実
感
の
句
で
あ
っ
て
、

「小
松
」
を
地
名
に

引
き
か
け
て
ゐ
る
と
は
必
ず
し
も
見
な
く
て
も
よ

ろ
し
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
奥
の
細
道
の
文

の
や
う
に
、
た
だ

「小
松
と
い
ふ
所
に
て
」
と
あ

る
だ
け
だ
と
、
こ
の
句
は
、

「小
松
」
に
、
地
名

を
引
き
か
け
て
、
小
松
と
い
ふ
土
地
を
讃
美
す
る

意
を
こ
の
句
に
寓
し
て
ゐ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
か
う
い
ふ
風
に
、
前
書
き
の
内
容
に
よ
っ

て
、
そ
の
句
の
意
味
内
容
に
変
化
を
来
す
こ
と
が

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
奥
の
細
道
の
中
の
句
の
解

釈
に
当

っ
て
は
、
奥
の
細
道
の
本
文
に
即
し
た
解

釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
句

と
文
と
が

一
体
と
な
っ
て
、
こ
の
一
篇
の
紀
行
文

を
構
成
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
前
回
の

「奥
の
細
道
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」

で
、

荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川

を
事
実
に
即
し
な
い
虚
構
の
句
だ
と
い
ふ
こ
と
を

一言
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
管
見

を
披
涯
し
て
、
こ
の
句
を
解
釈
す
る
上
に
参
考
す

べ
き
こ
と
ど
も
を
申
じ
述
べ
よ
う
。

「荒
海
や
」
の
句
は
、
芭
蕉
に

「銀
河
の
序
」

の
あ
る
こ
と
や
ら
、
句
集
類
に
出
て
ゐ
る
此
の
句

の
前
書
き
に

「出
雲
崎
に
て
」
と
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
し
て
、
従
来
は
こ
の
句
け
出
雲
崎
で
の
作
だ

と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

た
め
、文

月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず

と
い
ふ
直
江
津
で
の
作
よ
り
後
に
置
か
れ
た
こ
と

は
、
芭
蕉
の
意
識
し
た
逆
置
で
あ
る
と
い
ふ
や
う

な
意
見
が
、
志
田
義
秀
氏
等
か
ら
出
で
、
志
田
氏

の
こ
の
意
見
は
、
そ
の
著

「奥
の
細
道

。
芭
蕉

。

蕪
村
」
及
び

「芭
蕉
展
望
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ

て
ゐ
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
が
出
雲
崎
で
の
制
作

で
な
く
し
て
、
直
江
津
も
し
く
は
高
田
で
の
作
で

あ
る
べ
き
こ
と
は
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
九
州
大

学
国
文
学
会
で
発
表
し
、
そ
の
の
ち
、
そ
の
要
旨
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に
従
っ
て
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
九
州
大
学
文
学

部
内
九
州
文
学
会
発
行
の

「文
学
研
究
」
第
二
十

八
輯
に
委
し
く
わ
た
く
し
の
論
証
し
て
お
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
志
田
氏
も
、
そ
の
後
、
昭
和
二
十

三
年
の

「新
註
奥
の
細
道
評
釈
」
で
は
、
そ
の
説

を
緩
和
せ
ら
れ
て
、

「奥
の
細
道
に
あ
っ
て
は
、

両
旬
の
関
係
が
逆
に
置
か
れ
た
も
の
と
も
定
め
ら

れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
順
序
の
ま
ま
に
、
荒

海
や
の
句
を
七
夕
の
天
の
河
を
旬
に
し
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
は
れ
た
。
け
れ
ど
も
、

勝
峯
晋
風
氏
の

「奥
の
細
道
創
見
」
の
や
う
に
、

今
も
な
ほ
八
月
四
日
出
雲
崎
で
の
作
と
す
る
説
も

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
う

一
度
こ
の
句
が
、
な

ぜ
八
月
四
日
の
作
で
な
い
か
を
大
略
申
し
述
べ
る

必
要
が
あ
る
か
と
思
ふ
。

「荒
海
や
」
の
句
を
出
雲
崎
で
の
作
と
す
る
第

一
の
理
由
は
、
芭
蕉
に

「銀
河
の
序
」
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

「銀
河
の
序
」
は
明
ら
か
に
こ
の
句

が
出
雲
崎
で
の
作
で
あ
る
こ
と
を
物
語

つ
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
句
の
方
が
先
に
出
来
、

序
は
あ
と
か
ら
書
き
添
へ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

へ
る
。
芭
蕉
の
書
い
た
も
の
に
は
、
句
と
文
が
同

時
に
成
る
場
合
と
同
時
に
成
ら
な
い
場
合
と
が
あ

る
。
こ
れ
を
奥
の
細
道
の
中
に
例
を
と
っ
て
言
は

ば
、
さ
き，
ほ
ど
挙
げ
た
、

「
し
を
ら
し
き
名
や
小

松
吹
く
萩
薄
」
の
句
と

「北
国
行
脚
の
時
い
づ
れ

の
野
に
や
侍
り
け
ん
」
の
文
と
は
、
同
時
に
成
ら

な
か
っ
た

一
例
で
あ
り
、
文
字
櫂
石
の
文
や
笠
島

の
句
の
詞
書
等
は
同
時
に
成
っ
た
例
で
あ
る
。

「銀
河
の
序
」
は
小
松
の
句
の
詞
書
の
場
合
と
同

じ
く
句
と
文
と
が
別
の
時

に
作
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
文
は
む
し
ろ
後
か
ら
添
加
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
ら
う
。
し
か
も
、

「銀
河
の
序
」
に
は
幾
種
類

も
の
文
形
が
あ
り
、
そ
の
相
互
間
に
内
容
上
の
矛

盾
撞
着
が
あ
る
。
文
字
櫂
石
の
文
や
笠
島
の
旬
の

詞
書
に
ざ
文
形
に
幾
種
類
か
あ
っ
て
、
そ
の
文
面

に
少
し
づ
つ
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

「銀

河
の
序
」
の
や
う
に
矛
盾
撞
着
す
る
記
事
が
な
い
。

「銀
河
の
序
」
の
場
合
は
、　
一
方
で
は

「浪
の
音

高
か
ら
ず
」
と
あ
っ
て
他
方
で
は

「波
の
音
し
ば

し
ば
運
び
て
」
と
か

「波
の
音
と
う
と
う
と
も
の

す
ご
か
り
け
れ
ば
」
な
ど
と
書
い
て
ゐ
る
。
か

‘
う

い
ふ
記
事
の
矛
盾
は
、

「銀
河
の
序
」
が
事
実
か

ら
遊
離
し
た
、
作
者
の
観
念
的
な
作
文
で
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
っ
て
、
文
字
招
石
の
文
な

ど
は
、
比
較
的
忠
実
に
事
実
ど
ほ
り
を
記
し
て
ゐ

る
か
ら
、
何
度
書
き
か
へ
て
も
事
実
の
上
に
矛
盾

撞
着
を
生
じ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
、
芭
蕉

は
、
天
の
川
の
佐
渡
へ
横
た
は
る
の
を
出
雲
崎
で

は
見
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「荒
海
や
」
の
句

は
想
像
の
句
で
あ
る
。
そ
の
想
像
の
句
を
効
果
的

に
す
る
た
め
に
、詞
書
を
添
加
し
、
し
か
も
そ
の
詞

書
を
い
ろ
い
ろ
に
変
改
し
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
だ
か
ら
、
こ
の
銀
河
の
序

に
は
、
よ
ほ
ど
作
為
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、事
実
に

忠
実
で
な
い
部
分
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
文
章

を
証
拠
と
し
て

「荒
海
や
」
の
句
を
出
雲
崎
で
の

作
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
、

「荒
海
や
」
の
句
を
出
雲
崎
で
の
作
だ

と
す
る
の
は
、
銀
河
の
序
だ
け
で
は
な
い
。

「勧

進
牒
」
や

「泊
船
集
」
や

「雪
丸
げ
」
に
も
ま
た

出
雲
崎
で
の
作
と
な
っ
て
ゐ
る
。　
認
徊
船
集
」
は

芭
蕉
の
句
文
集
で
あ
ろ
が
、
そ
の
記
事
に
は
信
の

置
け
な
い
部
分
も
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は
今
は
問
題
と
す
る
に
及
ぶ
ま
い
。

「雪
丸
げ
」
は
曾
良
の
記
録
を
も
と
に
し
て
、
曾

良
の
甥
の
周
徳
が
編
ん
だ
も
の
だ
と
い
ふ
か
ら
、

一
往
は
資
料
と
し
て
の
確
実
性
を
認
め
て
よ
い
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
書
の
性
質
は
、

必
ず
し
も
曾
良
の
記
録
に
の
み
従
っ
て
ゐ
る
や
う

で
は
な
く
、
曾
良
の
記
録
を
も
と
と
し
て
、
更
に

そ
れ
以
外
の
材
料
―
―
た
と
へ
ば
、
奥
の
細
道
の

文
と
か
、
芭
蕉
の
真
蹟
と
か
を
以
て
、
そ
の
不
備

を
補
ひ
、
よ
り
完
全
な
も
の
に
改
編
し
よ
う
と
努

め
て
ゐ
る
。
従

っ
て
、　
凛
ヨ
丸
げ
」
は
句
の
排
列



も
必
ず
し
も
制
作
順
に
は
な
ヮ
て
ゐ
な
い
。
ま
た
、

こ
の
書
に
載

っ
て
ゐ
る

「荒
海
や
」
の
句
の
詞
書

は
、
真
蹟
の
銀
河
の
序
の
前
半
を
抜
抄
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
編
者
は
、
多
分
真
蹟
の
銀
河
の
序

に
も
と
づ
い
て
こ
の
詞
書
を
附
し
、
以
て
曾
良
の

記
録
の
不
備
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
は

れ
、
し
か
も
そ
の
詞
書
の
内
容
に
従

っ
て
こ
の
句

を
出
雲
崎
で
の
句
と
判
定
し
、
直
江
律
の
句
よ
り

も
前
に
載
せ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
元
来
が
銀
河
の

序
に
も
と
づ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

以
て

「荒
海
や
」
の
句
を
出
雲
崎
で
の
作
だ
と
す

る
確
証
と
は
し
が
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
ま
た
、

志
田
義
秀
博
士
は
、
嵐
雪
の

「其
袋
」
の
記
事
を

引
き
合
ひ
に
出
し
て
を
ら
れ
る
が
、

「其
袋
」
の

記
事
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
誤
記
も
あ
る
し
、
正

確
を
期
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
上
に
、
「荒
海
や
」

の
句
は

「文
月
や
」
の
句
の
の
ち
に
記
さ
れ
て
ゐ

て
、
そ
の
点
で
は
奥
の
細
道
と

一
致
し
て
ゐ
る
。

曾
良
の
俳
諸
書
留
に
は
、

「荒
海
や
」
の
句
は
、

越
後
高
田
の
細
川
春
庵
亭
で
の
歌
仙
の
次
に

「七

夕
」
と
題
し
て
載
せ
ら
て
ゐ
る
。

曾
良
の
俳
諸
書
留
は
、
芭
蕉
に
随
行
中
に
制
作

せ
ら
れ
た
句
を
制
作
時
の
順
に
書
き
と
め
て
ゐ
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
毎
日
毎
日
そ
の
場
そ

の
時
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
俳
友

の
宅
に
草
軽
を
ぬ
い
で
打
ち
く
つ
ろ
い
で
、
幾
日

か
を
そ
こ
で
逗
留
し
た
や
う
な
折
々
に
筆
を
執
っ

た
も
の
ら
し
‘
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逗
留
中
の
句

は
も
ち
ろ
ん
、
時
に
は
そ
れ
ま
で
の
途
中
吟
を
も

併
せ
し
る
す
と
い
ふ
体
裁
に
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
、
忠
実
に
制
作
順
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
意
図

を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
湯
殿
山
の
句
の
と
こ
ろ

に
、
わ
ざ
わ
ざ

「
三
日
月
や
」
の
句
を
あ
と
か
ら

書
き
入
て
ゐ
る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
考
へ
る
と
、
「
荒
海
や
」
の
句
は
高
田
の

細
川
春
庵
亭
で
の
句
の
あ
と
に
し
る
さ
れ
て
ゐ
る

か
ら
、
こ
の
句
は
、高
田
で
書
き
じ
る
さ
れ
た
と
考

へ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
但
し
、
高
田
で
書
き
と

め
た
か
け
高
日
で
の
作
だ
と
は
断
定
す
べ
き
で
は

な
い
。
す
で
に
そ
れ
よ
り
先
き
に
出
来
て
ゐ
た
の

を
高
田
で
書
き
と
め
た
の
だ
と
も
言
へ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
が
も
し
出
雲
崎
で
出
来
て
ゐ
た
も
の
な

ら
ば
、
直
江
津
で
の
句
の
前
に
か
、然
ら
ず
ん
ば
、

そ
の
直
後
に
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
書
か
れ
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
さ
う
い
ふ
場
合
に
春
庵
亭
で
の
句

の
あ
と
に
し
る
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
書

留
の
記
載
例
か
ら
見
て
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
は
な

い
。
そ
こ
で
そ
の
書
留
を
信
ず
る
限
り
に
於
て
は
、

「荒
海
や
」
の
句
は
、
高
田
で
か
、
も
し
く
は
直

江
津
か
ら
高
田
へ
の
途
中
で
か
の
作
だ
と
い
ふ
推

走
に
帰
着
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
七
月

六
日
七
日
の
両
日
を
直
江
津
で
過
し
、
八
日
に
高

田
へ
到
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
書
留
が
こ
の
旬
に

「七
夕
」
と
題
し
た
の
も
、
右
の
推
定
に
適
合
す

る
の
で
あ
る
。
な
は
、
ま
た
注
意
す
べ
き
は
、
奥

の
細
道
の
北
陸
路
の
記
事
で
は
、
さ
き
に
あ
げ
た

「
し
を
ら
し
き
名
や
」
の
句
こ
し
て
も
、

「あ
か

あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風
」
に
し
て
も
、

伝
へ
ら
れ
る
長
文
の
詞
書
に
よ
ら
な
い
で
、
た
だ

制
作
地
だ
け
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら

か
と
い
ふ
と
、
さ
う
い
ふ
詞
書
の
添
加
せ
ら
れ
な

い
前
の
原
形
―
―
曾
良
の
俳
諸
書
留
に
し
る
し
と

ど
め
ら
れ
た
の
と
同
じ
形
で
奥
の
細
道
に
ス
れ
ら

れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
類
推
し
て
も
、
「
荒
海
や
」

の
句
は
、
銀
河
の
序
以
前
の
形
で
奥
の
細
道
に
入

れ
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
、
す
な
は
ち
、
曾

長
の
俳
諸
書
留
に
し
る
し
て
ゐ
る
や
う
な
形
に
於

て
、

「七
夕
」
の
句
と
し
て
、

「文
月
や
」
の
句

よ
り
後
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
奥
の
細
道
に
入

れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、

こ
の
句
の
実
際
上
の
製
作
時
と
発
想
と
に
忠
実
な

の
で
あ
ら
う
と
推
察
せ
ら
れ
る
。

但
し
、
路
通
の

「勧
進
牒
」
に
は
、
こ
の
句
が

「出
雲
崎
に
て
」
と
い
ふ
前
書
き
で
載
せ
ら
れ
て

ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
句
は
や
は
り
出
雲
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崎
で
作
ら
れ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
路
通
は
奥

の
細
道
の
旅
の
芭
蕉
を
敦
賀
に
出
迎
へ
て
大
垣
ま

で
同
行
し
た
人
で
あ
り
、
こ
の
集
は
彼
が
知
へ
か

ら
俳
諸
の
勧
進
を
受
け
て
編
集
し
た
も
の
で
元
録

四
年
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
い
ま
こ

の
集
に

「出
雲
崎
に
て
」
と
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
こ

と
は
、
そ
の
集
の
性
格
な
り
、
そ
の
撰
者
な
り
か

ら
考

へ
て
、

こ
れ
を
無

ド

に
退
け
ら
れ

な

い
。

す

る
と
、

「荒
海
や
」
の
句
は
、
こ
の
集
の
記
事
に

従

へ
ば
、
出
雲
崎
で
の
作
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

も
し
銀
河
の
序
が
こ
の
路
通
の
集
よ
り
も
前
に
出

来
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
ら
、
路
通
は
そ
の
序
に
よ

っ
て
こ
の
旬
の
詞
書
を
し
ろ
し
た
と
推
定
す
る
こ

と
も
出
来
よ
う
が
、
今
の
わ
た
く
し
に
は
銀
河
の

序
の
制
作
年
時
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ

て
、
お
も
は
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
句
が
元
祗
四
年

頃
に
は

一
部
の
人
々
に
出
雲
崎
て
の
吟
だ
と
し
て

言
ひ
伝
へ
ら
れ
て
を
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
か
、
或

は
ま
た
、
芭
蕉
が
路
通
に
出
雲
崎
で
の
作
と
し
て

こ
の
句
を
与
へ
た
の
で
も
あ
ら
う
か
。
こ
れ
は
、

さ
ぎ‐
に
曾
良
の
書
留
か
ら
推
定
し
た
こ
と
と
食
ひ

ち
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
奥
の
細
道
で
の
こ

の
句
の
置
か
れ
た
位
置
は
、

「文
月
や
」
の
句
の

あ
と
で
あ
り
、

「七
夕
」
の
句
と
し
て
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
句
を
奥
の
細
道
の
中
の
句
と
し
て

解
釈
す
る
限
り
に
於
て
は
、
七
夕
の
句
と
し
て
理

解
し
、
天
の
川
を
通
し
て
芭
蕉
の
旅
愁
を
佐
渡
へ

投
影
し
て
ゐ
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

な
は
、
こ
の
句
の
制
作
に
つ
い
て
は
、
結
論
と

し
て
は
、
わ
た
く
し
は
次
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
。

す
な
は
ち
、
こ
の

「荒
海
や
」
の
句
を
出
雲
崎
で

の
作
だ
と
す
る
積
極
的
根
拠
に
乏
し
い
。
こ
れ
は
、

む
し
ろ
雪
良
の
俳
諧
書
留
の
記
載
に
従
っ
て
、
直

江
津
内
至
高
田
で
の
作
だ
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
句
の
趣
向
は
す
で
に
出
雲
崎
で
成

っ
た
か
、
ま
た
、
の
ち
に
構
想
せ
ら
れ
た
と
し
て

も
出
雲
崎
で
の
も
の
と
し
て
構
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
こ
で
、
芭
蕉
は
、
さ
う
い
ふ
句
境
を
生
か
す
た

め
に
銀
河
の
序
を
執
筆
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
ま

た
門
下
の
句
集
に
も
出
雲
崎
で
の
吟
と
し
て
伝
へ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、

芭
蕉
の
構
想
が
成
熟
し
て
旬
に
な
り
、
そ
れ
を
初

め
て
側
近
の
曾
一良
に
も
ら
し
た
の
は
、
直
江
津
か

ら
高
田
へ
ゆ
く
途
中
、
も
し
く
は
高
日
で
の
こ
と

で
あ

つ
て
、
そ
の
時
は
七
夕
の
句
と
し
て
発
表
し

た
の
で
あ
ら
う
。
奥
の
細
道
で
は
、
こ
の
最
初
の

発
表
の
時
の
心
持
ち
を
い
た
は
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、

「荒
海
や
」
の
旬
に
対
し
て
以

上
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
か
う
い
ふ

考
へ
に
従
っ
て
、
こ
の
句
を
解
釈
し
よ
う
と
思
ふ

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
句
を
出
雲
崎
か
ら
佐

渡
を
眺
め
た
も
の
と
し
て
構
想
し
た
も
の
だ
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
虚
構
の
句
と
な
る
道
理
で
あ
る
。

す
な
は
ち
、
芭
蕉
は
出
雲
崎
で
は
天
の
川
が
佐
渡

へ
横
た
は
る
の
を
見
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た

出
雲
崎
で
の
旅
泊
は
七
月
四
日
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。杉

浦
正

一
郎
氏
編
む
と
こ
ろ
の

「校
註
奥
の
細

道
」
の
頭
注
に
は
、
曾
良
の
日
記
に
も
と
づ
い
て
、

「出
雲
崎
の
印
象
を
七
日
の
日
に
作
句
し
た
の
で

あ
ら
う
」
と
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
土
橋
寛

氏
の

「奥
の
細
道
評
解
」
に
も
、
曾
良
の
書
留
と

「菅
菰
抄
」
の
註
と
に
よ
っ
て
、　
で
」
の
句
が
成

立
し
た
の
は
直
江
津
か
高
田
に
滞
在
し
て
ゐ
た
時

と
考
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
。

わ
た
く
し
の
や
う
な
考
へ
を
も
つ
人
が
次
第
に
多

く
な
っ
て
く
る
や
う
で
あ
る
。
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