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奥

の
細

道

と

こ
ろ

ど

こ
ろ

⊂

/Jヽ

島

雄

九
、
衣

が
関

衣
が
関
に
は
新
旧
の
二
つ
が
あ
る
。
従
っ
て
、

平
泉
の
条
に

泰
衡
ら
が
旧
跡
は
、
衣
が
関
を
隔
て
て
南
郡

口
を
さ
し
堅
め
、
夷
を
ふ
せ
ぐ
と
見
え
た
り

と
あ
る
文
章
の
解
釈
に
三
説
が
生
じ
る
の
で
あ
る

。
旧
関
は
平
泉
附
近
、
中
尊
寺
に
寄
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
り
、
新
関
は
自
鳥
村
、
今
の
前
沢
町
字
鵜
ノ

木
に
あ
る
と
い
ふ
。
問
題
は
、
こ
の
衣
が
関
の
位

置
如
何
に
あ
る
の
で
あ
る
。
第
一
説
は
、
衣
が
関

を
旧
関
と
見
る
説
で
、
泰
衡
の
旧
跡
と
南
部
口
と

の
間
に
衣
が
関
が
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
第
二

説
は
、
衣
が
関
を
新
関
と
見
る
説
で
、
此
の
所
の

本
文
を

「泰
衡
ら
が
旧
跡
は
衣
が
関
一を
前
衛
と
し

て
南
部
方
面
を
さ
し
か
た
め
て
を
る
」
と
い
ふ
意

味
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
説
は
、
衣
が
関

は
旧
衣
が
関
を
指
し
て
ゐ
る
と
見
る
の
で
あ
る

が
、
泰
衡
の
旧
跡
を
新
衣
が
関
の
あ
た
り
に
あ
っ

た
と
考
へ
、
こ
の
と
こ
ろ
の
本
文
を
、

「
平
泉
か

ら
は
旧
衣
が
関
を
中
に
隔
て
て
南
部
方
面
を
さ
し

か
た
め
」
の
意
に
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
説

は
樋
口
功
氏
の

「奥
の
細
道
評
釈
」
の
説

で
あ

る
が
、
吉
田
東
伍
博
士
の
地
名
辞
書
も
同
様
の
説

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
三
説
の
う
ち
、
ど
れ
が
正
し
い
の

で
あ
る
か
。
今
回
は
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う

と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
´

第

一
に
、
こ
の
と
こ
ろ
の
文
章
は
、
作
者
が
高

館
に
登

っ
て
、
四
方
を
眺
望
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
高
館
か
ら
の
限
界
に
、
泰

衡
ら
の
旧
跡
も
衣
が
関
も
南
部
口
も
入
っ
て
ゐ
る

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
「隔
て
て
」

と
い
ふ
語
を
芭
蕉
は
ど
う
い
ふ
場
合
に
使

っ
て
ゐ

る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
「奥
の
細
道
」
の
出
羽
へ

の
山
越
え
の
条
に
、

「是
よ
り
出
羽
の
国
に
大
山
を
隔
て
て
道
さ

だ
か
な
ら
ざ
れ
ば
」

一
日

と
い
ふ
文
章
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の

「隔
て
て
」

と
い
ふ
語
の
使
ひ
方
は
、
芭
蕉
の
今
ゐ
る
堺
田
と

出
羽
と
の
間
に
大
山
が
横
た
は
っ
て
ゐ
て
隔
て
と

な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
用
例
か
ら

類
推
す
る
と
、
泰
衡
の
旧
跡
と
南
部
口
と
の
間
に

衣
が
関
が
横
た
は
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
は
ち
、
泰
衡
の
旧
跡
も
衣
が
関
も

南
部
日
も
み
な
芭
蕉
の
眼
下
に
見
渡
さ
れ
て
、
し

か
も
、
泰
衡
の
あ
と
と
南
部
日
と
が
衣
が
関
に
隔

て
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
地
形
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
か
ら
、
右
の
や
う
な
解
釈
が
導
き
出
さ

れ
て
く
る
と
な
る
と
、
さ
き
に
あ
げ
た
三
つ
の
説

の
う
ち
、
第
二
説
と
第
二
説
と
は
正
し
く
な
い
と

い
ふ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
と
の
自
鳥

村
に
あ
っ
た
と
い
ふ
新
関
は
、
平
泉
か
ら
二
塁
ば

か
り
北
方
に
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は
高
館
の
眼
下

に
見
え
る
と
い
ふ
わ
け
に
行
か
な
い
。
旧
関
な
ら

ば
眼
下
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言

っ

て
、
第
二
の
説
は
成
り
立
た
な
い
。ま
た
、
７

を

隔
て
て
」
と
い
ふ
芭
蕉
の
用
例
か
ら
言
へ
ば
、
第

二
の
樋
口
氏
の
説
も
ま
た
成
り
立
た
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
結
局
、
第

一
の
説
、
す
な
は
ち
、

泰
衡
の
旧
跡
は
旧
衣
が
関
を
中
に
は
さ
ん
で
南
部

口
を
き
ｔ
か
た
め
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
と
い
ふ

解
釈
を
正
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従

っ



て
、
ま
た
、
泰
衡
の
旧
跡
と
い
ふ
の
は
、
秀
衡
ら

が
住
ん
で
ゐ
た
平
泉
館
に
あ

っ
た
か
、も
し
く
は
、

そ
の
附
近
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
芭
蕉
は
こ
の

文
を
綴

っ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

な
は
、
第

一
説
を
正
し
い
と
す
る
傍
証

と
し

て
、
曾
良
の
随
行
日
記
の
記
事
と
そ
の
名
勝
備
忘

録
の
記
事
と
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
随
行
日
記

に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
た
ち
は
、
平
泉
か
ら
高
館
、
衣

川
、
衣
が
関
、
中
尊
寺
と
経
め
ぐ
っ
て
ゐ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
衣
が
関
が
旧
衣
が
関
で
あ
る
こ
と
は

曾
良
の
名
勝
備
忘
録
に
、
「高
館
ノ
後
、切
通
シ
ノ

ヤ
ウ
ナ
ル
有
り
、
是
也
。
南
部
海
道
也
。
ソ
バ
ノ

小
キ
土
橋
ヲ
桜
川
卜
云
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
で
見
る
と
、
高
館
の
そ
ば

に
南
部
街
道
沿
ひ
に
衣
が
関
が
あ

っ
た
の
で
あ
っ

て
、
さ
う
す
る
と
、
芭
蕉
の
こ
の
と
こ
ろ
の
文
意

に
も
よ
く
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

最
近
の
注
釈
書
を
見
る
之
、
曾
良
の
右
に
あ
げ

た
記
録
を
引
用
し
て
、
奥
の
細
道
の
衣
が
関
を
旧

関
を
さ
す
の
で
あ
る
と
し
る
し
て
ゐ
る
も
の
が
多

く
な
っ
て
来
た
が
、
奥
の
細
道
の
本
文
解
釈
の
上

か
ら
そ
の
然
る
べ
き
を
導
き
出
さ
う
と
す
る
も
の

が
見
当
ら
な
い
か
ら
、
あ
へ
て
こ
の
一
文
を
草
し

た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
論
は
、
曾
て
俳
誌

「東
炎
」
の
昭
和
二
十

三
年
十

一
月
号
に
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の

雑
誌
は
微
々
た
る
地
方
の
小
俳
誌
で
あ
る
か
ら
、

広
く

一
般
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
思
ふ
の
で
、
重

ね
て
こ
■
に
書
き
じ
る
す
の
で
あ
る
。
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