
さらしなを体感して奥の細道へ 

 

俳
人
・
松
尾
芭
蕉
の
紀
行
の
中
で
、「
更
科

紀
行
」
は
ち
ょ
っ
と
独
特
な
位
置
を
占
め
て

い
ま
す
。
芭
蕉
の
残
し
た
数
々
の
紀
行
文
は

歌
枕
の
地
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
訪
ね
て
い
く
も

の
で
す
が
、
更
科
紀
行
だ
け
は
一
つ
に
絞
っ

て
、
つ
ま
り
「
さ
ら
し
な
」
を
狙
っ
て
い
る

感
じ
な
の
で
す
。 

 

▽
実
は
来
な
か
っ
た
？ 

歌
枕
と
は
、
万
葉
集
を
は
じ
め
古
代
か
ら

歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
地
名
の
中
で
、
読
み
手

が
そ
の
名
を
耳
に
し
た
り
唱
え

た
り
見
た
り
し
た
だ
け
で
、
そ

の
美
し
さ
や
悲
し
さ
、
哀
れ
さ

の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
よ
う

な
っ
た
も
の
の
こ
と
で
す
。「
さ

ら
し
な
」
も
姨
捨
山
と
月
の
イ

メ
ー
ジ
を
セ
ッ
ト
で
想
起
さ
せ

る
一
つ
の
歌
枕
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。 

絵はがきで紹介されていた更級の代表的な風景。大正時代か？ 

今も長楽寺では中秋の名月を愛でる
人たちが句会を開いている 

「
さ
ら
し
な
の
里
、
お
ば
す

て
山
の
月
見
ん
事
、
し
き
り
に

す
す
む
る
秋
風
の
心
に
吹
さ
わ

ぎ
て
…
」 

更
科
紀
行
の
冒
頭
の
一
文
で

す
。
更
級
の
里
に
あ
る
姨
捨
山

の
月
が
と
て
も
み
た
く
な
っ
た
、

吹
い
て
い
る
秋
風
が
そ
う
さ
せ

る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
更
級

に
旅
を
す
る
芭
蕉
の
意
図
表
明

と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。 

 

更
科
紀
行
は
短
編
で
す
。
芭

蕉
の
紀
行
の
中
で
は
分
量
も
最

少
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
四

百
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
二
枚
強

ほ
ど
で
す
。
そ
の
せ
い
か
、
内

容
も
簡
潔
で
、
省
略
も
多
い
。

旧
暦
の
八
月
十
五
日
、
今
で
は

九
月
の
半
ば
に
あ
た
る
中
秋
の

名
月
を
目
指
し
て
美
濃
（
岐
阜
県
）
か
ら
わ

ず
か
四
日
間
で
到
着
す
る
と
い
う
強
行
軍
で

あ
る
せ
い
も
あ
っ
て
、「
実
は
芭
蕉
は
更
科

ま
で
来
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
ま
で
で
て
く

る
ほ
ど
で
す
。 

 

芭
蕉
が
あ
え
て
「
さ
ら
し
な
」
へ
の
旅
を

独
立
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
歌
枕
に
つ
い
て
の

旅
を
実
践
し
、
文
章
に
ま
と
め
な
い
で
は
、

自
分
の
紀
行
文
学
の
完
成
に
は
た
ど
り
着
け

な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。 

 

更
級
へ
の
芭
蕉
の
旅
は
、一
六
八
八
年（
元

禄
元
年
）
で
、
芭
蕉
文
学
の
集
大
成
と
な
る

「
奥
の
細
道
」
へ
の
旅
の
前
の
年
で
す
。
そ

し
て
細
道
の
旅
の
後
に
更
科
紀
行
を
書
き
上

げ
て
い
ま
す
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
芭
蕉

は
奥
の
細
道
の
旅
が
終
わ
っ
て
も
す
ぐ
に
は

細
道
の
執
筆
に
取

り
か
か
ら
ず
、
あ

え
て
更
科
紀
行
に

取
り
組
ん
で
い
る

の
で
す
。 

 

奥
の
細
道
は
、

平
安
時
代
の
末
、

諸
国
に
旅
を
し
自

然
歌
人
と
し
て
後

世
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
西
行
や

こ
と
し
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
い
る
源
義
経
な
ど
、

そ
れ
ま
で
の
日
本
を
代
表
す
る
歌
人
や
悲
劇

の
ヒ
ー
ロ
ー
に
ち
な
ん
だ
歌
枕
の
地
へ
の
紀

行
文
で
す
。江
戸
を
起
点
に
東
北
か
ら
上
越
、

北
陸
と
、
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
い
ま
す
。
花
、

鳥
、
風
、
月
…
日
本
人
が
古
来
育
ん
で
き
た

自
然
に
対
す
る
感
性
を
、
芭
蕉
が
自
ら
歩
い

て
旅
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
体
験
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
美
意
識
を
新
た
に
創
造
し
よ
う

と
い
う
意
欲
的
な
試
み
で
し
た
。 

▽
現
代
人
と
テ
レ
ビ 

「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
交

ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
」
と
い
う
冒
頭
の
一

文
は
、
旅
は
人
生
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な

い
要
素
と
位
置
づ
け
る
宣
言
で
あ
り
、
そ
の

精
神
は
明
治
以
降
の
俳
句
の
基
礎
と
な
り
、

現
代
の
俳
句
ブ
ー
ム
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
も
の
で
す
。 

 

月
の
話
に
戻
り
ま
す
。
古
来
、
歌
に
詠
ま

れ
て
き
た
自
然
風
物
の
中
で
最
も
多
い
の
が

月
で
す
。
わ
が
国
最
古
の
歌
集
で
あ
る
万
葉

集
の
月
の
歌
は
約
百
八
十
首
で
風
、
雪
、
太

陽
を
抜
い
て
最
多
。
ま
た
鎌
倉
時
代
に
編
ま

れ
た
新
古
今
和
歌
集
で
も
雪
、
雲
、
風
に
比

べ
て
傑
出
し
て
多
い
。
花
の
歌
人
と
し
て
も

知
ら
れ
る
西
行
の
山
家
集
で
も
題
材
は
月
の

ほ
う
が
花
よ
り
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
（
出

典
は
宮
元
建
次
著
「
月
と
日
本
建
築
」）。 

 

昔
の
人
は
な

ぜ
そ
ん
な
に
月

が
好
き
だ
っ
た

の
か
。
現
代
人

に
は
理
解
し
が

た
い
こ
と
で
す
。

で
も
、
夜
に
な

る
と
テ
レ
ビ
を

つ
け
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
現
代

人
と
、
一
つ
の

明
か
り
を
見
つ

め
る
と
い
う
点

で
は
同
じ
で
す
。

違
う
の
は
そ
こ

に
自
分
を
映
し

て
い
る
の
か
い

な
い
の
か
と
い

う
こ
と
の
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。 

 

芭
蕉
は
、
観

月
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
更
級
・
姨
捨
山
を
自
分

の
足
で
訪
れ
、
日
本
人
に
最
も
親
し
ま
れ
て

き
た
一
つ
の
歌
枕
を
自
分
の
中
で
消
化
し
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
こ
で
芭
蕉
は
月
を
消
化
し
た
？ 

実
は
芭
蕉
に
は
更
級
の
旅
の
前
に
、
月
見

を
し
よ
う
と
現
在
の
茨
城
県
鹿
島
地
方
を
訪

ね
た
と
き
の
紀
行
（「
鹿
島
紀
行
」）
も
あ
る

の
で
す
が
、
そ
の
中
で
「
雨
で
中
秋
の
名
月

が
見
ら
れ
ず
残
念
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を

記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
か
つ
更
級
へ
の
旅

の
前
に
行
っ
た
関
西
地
方
の
旅
（「
笈
の
小

文
」）
で
も
、
源
義
経
が
平
家
を
破
っ
た
一
ノ

谷
古
戦
場
で
知
ら
れ
る「
須
磨
」（
神
戸
市
須

磨
区
）
で
、
月
を
詠
み
な
が
ら
も
「
夏
に
訪

ね
た
せ
い
か
何
か
も
の
た
り
な
い
」
と
書
い

て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
か
ら
芭
蕉
の
月
詠
み

に
対
す
る
消
化
不
良
感
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

▽
エ
ッ
セ
ン
ス 

 

神
奈
川
県
平
塚
市
の
隆
盛
寺
で
こ
の
ほ
ど
、

芭
蕉
が
更
級
へ
の
旅
の
あ
と
間
も
な
く
書
い

た
「
更
科
姨
捨
月
之
弁
」
が
見
つ
か
り
、
信

州
お
ば
す
て
観
月
祭
の
あ
っ
た
昨
年
九
月
二

十
五
日
、
長
楽
寺
（
旧
更
級
郡
八
幡
村
、
現

千
曲
市
）
で
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
長
楽

寺
一
帯
は
芭
蕉
が
訪
ね
た
後
、
姨
捨
山
と
し

て
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
寺
で
す
。

更
科
紀
行
に
載
っ
た
「
俤お

も
か
げ

や
姨
一
人
な
く

月
の
友
」
の
句
碑
が
地
元
の
有
志
に
よ
っ
て

建
立
さ
れ
、
更
級
で
は
最
も
芭
蕉
に
ゆ
か
り

の
深
い
と
こ
ろ
で
す
。 

「
更
科
姨
捨
月
之
弁
」
は
「
今
年
こ
そ
は

姨
捨
の
月
を
み
よ
う
と
い
う
思
い
が
し
き
り

だ
っ
た
の
で
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
始
ま

り
、
更
科
紀
行
の
冒
頭
よ
り
さ
ら
に
明
確
に

狙
い
を
記
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
俤
や
…
」

の
句
を
作
っ
た
事
情
に
つ
い
て
も「「
な
に
ゆ

え
に
老
い
た
る
人
を
捨
つ
ら
ん
と
思
う
に
、

い
と
ど
な
み
だ
を
落
ち
そ
ひ
け
れ
ば
…
」
と

書
き
と
め
て
い
ま
す
。
更
級
へ
の
旅
の
紀
行

を
ま
と
め
る
前
に
、
自
分
の
心
の
軌
跡
を
記

録
し
て
お
こ
う
と
し
た
印
象
を
受
け
ま
す
。

い
わ
ば
エ
ッ
セ
ン
ス
で
す
。 

 

芭
蕉
は
「
奥
の
細
道
」
を
、
実
際
の
旅
か

ら
約
四
年
後
の
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
ぐ

ら
い
ま
で
に
書
き
上
げ
、
そ
の
年
に
五
十
一

歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
俳
人
・
作
家
と
し

て
最
高
潮
の
時
期
に
更
級
に
来
て
、
月
を
体

で
感
じ
る
時
間
を
持
っ
た
わ
け
で
す
。
芭
蕉

は
更
級
に
旅
し
な
け
れ
ば
、
奥
の
細
道
を
自

信
を
持
っ
て
世
に
送
り
出
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

５ 

 

発
行 

二
〇
〇
五
年 

二
月
五
日 

 

編
集 

さ
ら
し
な
堂 

 
 

 
 

 

（
代
表
・
大
谷
善
邦
） 

〒
三
八
九
‐
〇
八
一
三 

長
野
県
千
曲
市
大
字
若
宮
一
一
八
四
‐
六 

 
 
 
 

（
旧

更
級
郡
更
級

村
） 


