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こ
れ
は
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
象
潟
の
章
の
書
き
出
し
で
す
。
松
尾

芭
蕉
は
１
６
８
９
(
元
禄
２
)
年
６
月
１６
日
(
陽
暦
８
月
１
日
)
に
象
潟

を
訪
れ
て
い
ま
す
。
象
潟
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
目
的
地
で
あ
り
最
北

の
地
で
す
。
「
川
や
山
や
海
や
陸
の
美
し
い
風
景
を
数
限
り
な
く
見
て
き

た
が
、
今
や
象
潟
へ
と
心
が
せ
き
た
て
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
歌
枕
の
地
・

象
潟
を
前
に
高
揚
す
る
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
２
泊
３
日
の
滞
在
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
出
会
い
「
象
潟
や
雨

に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
」
を
は
じ
め
３
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

本
号
で
は
、
今
年
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
紀
行
３
３
０
年
を
迎
え
る
こ
と

を
機
に
、
象
潟
滞
在
の
中
で
芭
蕉
主
従
が
訪
れ
た
蚶
満
寺
の
４０
世
、
現
住

職
の
熊
谷
右
忍
和
尚
と
芭
蕉
主
従
を
迎
え
入
れ
た
名
主
今
野
又
左
衛
門
家

の
２７
代
目
・
金
道
博
氏
に
、
永
い
歴
史
の
中
で
今
も
紡
ぐ
芭
蕉
へ
の
想
い

を
伺
い
ま
し
た
。

　

６
月
１６
日
、
象
潟
に
入
っ
た
芭
蕉
主

従
は
、
翌
１７
日
の
夕
食
後
、
舟
で
島
々

を
巡
り
能
因
島
の
後
に
蚶
満
寺
に
舟
を

寄
せ
て
い
ま
す
。
当
時
、
蚶
満
寺
は
九

十
九
島
の
一
つ
で
、
舟
で
潟
湖
を
巡
る

際
も
ル
ー
ト
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が

境
内
に
遺
る
舟
つ
な
ぎ
石
か
ら
分
か
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

で
は
、
〜
此
寺
の
方
丈
に
座
し
て
簾
を

捲
ば
風
景
一
眼
の
中
に
尽
て
、
南
に
鳥

海
、
天
を
さ
ゝ
え
〜
と
あ
る
と
お
り
、

蚶
満
寺
は
潟
湖
と
鳥
海
山
を
望
む
風
景

の
要
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
芭
蕉
は
２
泊
３
日
の
象
潟

滞
在
中
に
次
の
３
句
を
詠
ん
で
い
る
こ

と
が
「
象
潟
自
詠
懐
紙
」
な
ど
か
ら
分

か
っ
て
い
ま
す
。

①
き
さ
か
た
の
雨
や
西
施
が
ね
ぶ
の
花

②
ゆ
ふ
晴
や
桜
に
涼
む
波
の
華

③
腰
長
や
鶴
脛
ぬ
れ
て
海
凉
し

　

し
か
し
、
旅
の
５
年
後
に
完
成
し
た

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
、
②
「
ゆ
ふ

晴
や
」
が
外
さ
れ
、
①
が
「
象
潟
や
雨

に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
」
、
③
が
「
汐
越

や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し
」
と
推
敲
さ

れ
２
句
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
、
芭
蕉
が
当
時
に
現
地
で
詠
ん

だ
句
を
収
め
た
貴
重
な
「
象
潟
自
詠
懐

紙
」
は
現
在
も
蚶
満
寺
に
伝
え
ら
れ
、

４０
世
・
熊
谷
右
忍
和
尚
が
芭
蕉
の
想
い

と
と
も
に
今
に
紡
い
で
い
ま
す
。

　

３
月
２７
日
、
江
戸
深
川
を
発
っ
た
芭

蕉
主
従
は
、
同
年
９
月
６
日
に
大
垣
か

ら
伊
勢
神
宮
の
遷
座
式
へ
出
発
し
た
と

こ
ろ
で
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
終

え
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
１
５
６
日
。

そ
し
て
、
最
北
の
地
象
潟
に
入
っ
た
６

月
１６
日
は
全
行
程
の
ち
ょ
う
ど
半
分
の

７８
日
目
に
な
り
ま
す
。

　

雨
の
な
か
、
象
潟
に
入
っ
た
芭
蕉
主

従
は
、
能
登
屋
(
佐
々
木
孫
左
衛
門
の

旅
籠
)
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
曽
良
旅
日

記
に
「
衣
類
を
借
り
て
濡
れ
た
衣
を
干

し
、
う
ど
ん
を
食
べ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

そ
の
日
は
熊
野
権
現
の
祭
礼
と
か
さ
な

り
女
客
で
部
屋
が
ふ
さ
が
っ
て
い
た
た

め
、
向
屋
(
佐
々
木
左
右
衛
門
次
郎
の

旅
籠
)
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

象
潟
滞
在
中
、
芭
蕉
主
従
の
面
倒
を

見
て
い
た
の
が
町
名
主
の
今
野
又
左
衛

門
の
実
弟
・
今
野
嘉
兵
衛
で
す
。
前
述

の
と
お
り
、
祭
礼
の
た
め
忙
し
か
っ
た

又
左
衛
門
に
か
わ
り
名
代
の
嘉
兵
衛
が

世
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
又
左
衛
門

も
１７
日
の
夜
、
芭
蕉
主
従
を
訪
ね
歓
談

し
て
い
ま
す
。
　

　

嘉
兵
衛
は
後
に
生
家
の
西
側
に
分
家

し
、
「
合
羽
屋
」
と
い
う
旅
人
宿
を
営

み
、
現
在
も
同
地
に
子
孫
が
住
ん
で
い

ま
す
。
又
左
衛
門
は
後
年
、
今
野
姓
を

金
と
あ
ら
た
め
、
現
在
は
２７
代
目
・
金

道
博
氏
が
跡
目
を
継
い
で
い
ま
す
。
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