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旅
行
記

　
元げ
ん

禄ろ
く

二
年
（
一
六
八
九
年
）
旧

暦
三
月
二
十
七
日
に
江
戸
を
出
発
、

奥お
う

羽う

・
北
陸
を
経
て
、
美み

濃の
の

国く
に

大お
お

垣が
き

ま
で
至
っ
た
と
き
の
途
中
で
の

体
験
や
見
聞
と
俳
句
を
記
録
し
た

も
の
。

芭
蕉
の
思
い

　
西さ
い

行ぎ
ょ
う

や
杜と

甫ほ

な
ど
に
深
く
学
び
、

旅
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
俳
句
の

新
し
い
道
を
探
り
、
切
り
開
こ
う

と
す
る
思
い
が
あ
っ
た
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
は 文

学
的
価
値

　
芸
術
性
豊
か
な
俳
風
を
確
立
し

た
、
芭
蕉
の
代
表
作
で
あ
り
、
日

本
の
代
表
的
な
俳は
い

諧か
い

紀
行
文
で
あ

る
。

文
章
の
特
徴

　
和
文
と
漢
語
の
交
じ
り
合
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
和
漢
混
交
文
で
、
独
特

の
リ
ズ
ム
を
も
ち
、
簡
潔
で
格
調

の
高
い
文
体
で
あ
る
。
そ
の
中
に

俳
句
が
織
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
効

果
を
あ
げ
て
い
る
。

読
解
の
道
し
る
べ

　
　
線
の
読
み
仮
名
を
書
き
な
さ
い
。

①
　
別
荘
に
泊
ま
る
。 

②
　
門
出
を
祝
う
。

次
の
古
文
を
口
語
訳
す
る
と
き
に
は
、〔
　
　
〕に
ど
ん
な
助
詞
を
補
っ
た
ら
よ
い
で
す
か
。

後
の【
　
】の
中
か
ら
選
び
、
書
き
な
さ
い
。（
同
じ
助
詞
を
繰
り
返
し
使
っ
て
も
よ
い
。）

①
　
馬
の
口

と
ら
へ
て
老
い
を
迎
ふ
る
者

②
　
片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
、
漂
泊
の
思
ひ

や
ま
ず

③
　
松
島
の
月

ま
づ
心
に
か
か
り
て

④
　
四
面

新
た
に
囲
み
て

　【
　

が
　
　
の
　
　
を
　
　
と
　

】

▼

　漢
字
・
語
句
を
確
認
し
よ
う
。

1□

（

）

□

（

）

2□□□□

「
読
解
の
道
し
る
べ
」
を
参
考
に
し
て
書
こ
う
。

　『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
生
涯
を
旅
に
生
き
た
芭
蕉
が

を
出
発
し
て
、

・
北
陸
地
方
を
経
て
大
垣
ま
で
旅
し
た
と
き
の
旅
行
記
で
あ
り
、
文
章
の

中
に

が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ねらい

26
夏
草
　
　「
お
く
の
ほ
そ
道
」
か
ら

松ま
つ

尾お
　

芭ば

蕉し
ょ
う

い
に
し
え
の
心
を
受
け
継
ぐ

①�

　
作
者
の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
を
読
み
取
ろ
う
。

②�

　
表
現
の
し
か
た
や
文
体
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
み
味
わ
お
う
。

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ



97

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴
　
　
　
線
①
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
」、
②
「
舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
」
は
、
ど

の
言
葉
と
対
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

①
　

②
　

⑵
　
　
　
線
③
「
日
々
旅
に
し
て
旅
を
す
み
か
と
す
」
る
の
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
暮
ら

11□□

す
人
た
ち
で
す
か
。
職
業
を
二
つ
書
き
な
さ
い
。

 

　
　

⑶
　
　
　
線
④
「
立
て
る
」
は
掛か

け

詞こ
と
ば

で
す
。
何
と
何
を
掛
け
て
い
ま
す
か
。

 

　

と
　

⑷
　
　
　
線
⑤
「
心
を
く
る
は
せ
」
は
、
作
者
が
旅
に
出
た
く
て
落
ち
着
か
な
い
様
子
を
表

し
て
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
様
子
を
表
し
、
こ
の
部
分
と
対
句
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑸
　「
草
の
戸
も
…
…
」
の
句
の
季
語
と
季
節
を
書
き
な
さ
い
。

 

季
語

　
　
季
節

⑹
　
　
　
線
部
「
予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、
片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
、
漂
泊
の
思
ひ
や

ま
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
芭
蕉
が
旅
に
出
よ
う
と
す
る
の
は
、
ど
ん
な
思
い
が
あ
る
か
ら

で
す
か
。「
古
人
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

□

□

□□
□

□

□

（
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

『
お
く
の
ほ
そ
道
』） 510

夏草

練
習
問
題
１

教
科
書
　

P.
154
〜
P.
155
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得
点

／
100
点

実
施
時
間
の
め
や
す 

⇩ 

　
分

定
期
テ
ス
ト
対
策

教
科
書
P
154
〜
162

20

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

 

 

（
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

『
お
く
の
ほ
そ
道
』）

1

⑴
　
　
　
線
①
「
三
代
の
栄
耀
一
睡
の
う
ち
に
し
て
」
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
６
点
）

ア
　
人
の
世
に
永
遠
の
も
の
は
な
い
。
　
　
イ
　
歴
史
に
は
千
金
の
重
み
が
あ
る
。

ウ
　
人
生
は
平
凡
の
一
語
に
つ
き
る
。
　
　
エ
　
歴
史
の
流
れ
に
は
逆
ら
え
な
い
。

⑵
　
　
　
線
②
「
大
門
の
跡
は
一
里
こ
な
た
に
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
正
門
が
一
里
（
約

三
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
も
手
前
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
泉
館
の
ど
ん
な
様
子
が
わ
か
り

ま
す
か
。 

（
６
点
）

⑶
　
　
　
線
③
「
秀
衡
が
跡
は
田
野
に
な
り
て
、
金
鶏
山
の
み
形
を
残
す
」
に
つ
い
て
、
次

の
Ⅰ
・
Ⅱ
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ
　
作
者
の
目
に
実
際
に
見
え
て
い
る
の
は
何
で
す
か
。二
つ
書
き
な
さ
い
。（
５
点
×
２
）

 

　
　

Ⅱ
　
こ
の
一
文
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
対
比
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
６
点
）

ア
　
美
的
な
も
の
と
醜
い
も
の
。
　
　
　
イ
　
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
。

□

（

）

□

□

□

□

51015
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⑺
　
Ｂ
の
俳
句
で
は
、
何
か
ら
何
を
連
想
し
て
い
ま
す
か
。 

（
６
点
）

⑻
　
　
　
線
⑤
「
千
歳
の
記
念
と
は
な
れ
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
が
「
千
歳
の
記
念
」
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
文
中
か
ら
二
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。（

６
点
）

⑼
　
Ｃ
の
俳
句
は
、
光
堂
の
何
を
詠よ

ん
で
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
６
点
）

ア
　
輝
き
や
美
し
さ
。
　
　
　
イ
　
寂
し
さ
。

ウ
　
大
き
さ
や
力
強
さ
。
　
　
エ
　
む
な
し
さ
。

⑽
　
こ
の
文
章
に
は
表
現
・
文
体
上
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。
あ
て
は
ま
ら
な

い
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
６
点
）

ア
　
対
句
表
現
も
あ
り
、
独
特
な
リ
ズ
ム
を
生
ん
で
い
る
。

イ
　
表
現
は
簡
潔
で
、
き
び
き
び
し
た
感
じ
が
す
る
。

ウ
　
和
語
を
多
く
用
い
、
優
雅
な
文
体
と
な
っ
て
い
る
。

エ
　
漢
語
を
交
え
た
、
力
感
の
あ
る
簡
潔
な
文
体
で
あ
る
。

次
の
　
　
線
の
読
み
仮
名
を
平
仮
名
で
、
片
仮
名
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。（
３
点
×
４
）

①
　
門
松
を
飾
る
。
　
　
　（

）　
②
　
破
れ
物
を
繕
う
。
　
　（

）

③
　
サ
ン
ソ
ウ
に
泊
ま
る
。（

）　
④
　
ド
ラ
イ
ブ
に
サ
ソ
う
。（

）

□□□

（

）

□

（

）

2□

□

□

□

ウ
　
静
的
な
も
の
と
動
的
な
も
の
。
　
　
エ
　
人
の
世
の
盛
衰
と
不
変
の
自
然
。

⑷
　
　
　
線
④
「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
中
国
唐
代
の
代
表
的
な
詩
人
の
漢
詩
の
一
部
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
詩
人

の
名
前
を
書
き
な
さ
い
。
　
　（
６
点
）

⑸
　
Ａ
〜
Ｃ
の
俳
句
の
季
語
と
季
節
を
書
き
な
さ
い
。 

（
３
点
×
６
）

Ａ
　
　
季
語

　
　
季
節

Ｂ
　
　
季
語

　
　
季
節

Ｃ
　
　
季
語

　
　
季
節

⑹
　
Ａ
の
俳
句
に
つ
い
て
、
次
の
Ⅰ
・
Ⅱ
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ
　
こ
の
句
と
最
も
深
く
関
連
す
る
歴
史
的
な
こ
と
が
ら
を
述
べ
た
一
文
を
文
中
か
ら
探

し
、
そ
の
初
め
の
五
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。 

（
６
点
）

Ⅱ
　
作
者
は
こ
の
句
に
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
込
め
て
い
ま
す
か
。「
自
然
」と「
人
の
世
」

の
二
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

（
６
点
）

（

）

□

□

□

□

□

□

□

□□
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