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芭

蕉

の

発

句

推

敲

覚

書

石

川

八

朗

芭
蕉
は
、
句
想
整
わ

ぬ
去
来
に
対

し
て
、

「
句
と

ゝ
の
は
ず

ん
ば
、
舌
頭
に

註
1

千
転

せ
よ
」

と
教
え
た
と

い
う
。

芭
蕉
自
身
の
場
合
も

、
舌
頭
に
千
転

し
て
苦
吟
し
た
面
影
を
伝

え
る
も
の
が

少
く
な

い
。

「
か
ら
ぎ
け
も
空
也
の
痩

も
寒

の
内
」
の
句
に
数
日
腸
を
し
ぼ

っ

註
2

た
と
土
芳

の

岡.あ
か
さ
う
し
』
は
伝
え
て
い
る
が
、
現

に
、
初
案

や
再
案
な
ど

が
伝
わ
ら
な

い
だ
け
で
、
幾
多

の
推
敲
の
あ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

推
敲
と

は
、

い
わ
ば
創
作

の
過
程
に
お
け

る
批
評
活
動
と
い
う

べ
き

で
あ
ろ

う

か

。
創
作

に
お
け
る
批
評
的
要
素
、
そ
れ
は
最
も
意
識
的
で
あ
る
べ
き

で
あ

っ
て
、
則
ち
、
創
作
意
識
の
露
呈
さ
れ
た
確
か
な

一
面
を
う
か
が
う

に
足
る
も

の
で
あ

ろ
う
。
芭
蕉

の
ご
と
き

、
そ
の
作
風
が
変
化

に
変
化
を
重
ね
て
や
ま
な

か

っ
た
人
の
場
合
、
そ
れ

は
、
彼
の
時

々
の
詩

心
の
目
指
す
方
向
を

の
ぞ
き
見

る
小
窓
と
も
な
り
そ
う

で
あ
る
。

『
甲
子
吟
行
』
中

の

「
馬
に
寝

て
残
夢
月
遠
し
茶

の
煙
」
の
句
は
、
初
案

「
馬

上
眠
か
ら
ん
と
し
て
残
夢
残
月
」

(
『
あ
か
さ
う
し
」
)

(
『赤
冊
子
稿
本
』

に
は
上
五

「
馬
上
落
ん
と
し
て
』
)
で
あ
り

、
こ
れ
を
、
上
五
を
改

め
て
、

「

馬
に
寝

て
」
と
し
、
さ
ら

に
中
七
を

「残
夢
月
遠
し
」
と
改

め
た
と

い
う
。

こ

の
中
七
の
改
作
に

つ
い
て
は
、

「
句
に
拍
子
有

て
よ
か
ら
ず
」
と

芭
蕉
が
考
え

註
3

た
結
果

で
あ
る

こ
と
を
土
芳

は
伝
え
て
い
る
。
上
五

の
改
作
は
、
こ
と
ご
と
し

い
字
鹸
り
を
改
め

た
の
で
あ
り
、
中
七
は
、
残
!
残
!

の
口
拍
子
に
流
れ
た
表

現

を

捨

て
て
、

一
句

の
趣
向
が
、
内
容

に
あ

っ
て
、
外

形
的
な
興
味
に
よ

っ

て
い
る
の
で
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
に
ち
が

い
な
い
。

こ
の
句

の
成
立
し
た
貞
享
初

の

一
時
期
前

、
と

い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
天
和
調

の

.
字
鹸
り

や
口
拍
子
の
奇
嬌
な
表
現

の
形
が
迎
え
ら
れ

た
時
期

で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期

に
は
、
芭
蕉

も
例
外
で
な
く
、
こ
と
ご
と
し
い
字
飴
り

の
作
が
見
ら

れ
る
が
、
貞
享
初
年

は
そ
れ
が
定
型
化

へ
向
う
。

芳
賀

一
晶
の

『
丁
卯
集
』

(貞
享
四
年

刊
)
や
坂

上
松
春
の

『祇
園
拾
遺
物

語
「一

(元
禄
四
年
刊
)

な
ど

に
見
ら
れ
る
連
歌
め

い
た
句
作
り
が
流
行
し

つ
ゝ

あ

っ
た
と
い
う
指
摘

や

『
い
つ
を
昔
』
厳

に
北
村
湖
春
が
、
当
風

の

俳

譜

を

註
4

「
正
風
盟
」
と
い
う
歌
学

の
語
を
以

て
称
し
た

ご
と
く
、
形
の
上

で
は
、
や
す

.
ら
か
な
句
ぶ
り
が
、

一
般
俳
壇
に
お
い
て
も

主
潮
を
な
し
て
き

つ
ゝ
あ

っ
た
時

し



期

な
の
で
あ
る
。

「
馬
に
寝
て
」

の
句

の
定
型
化
や
拍
子
あ
る
を

い
と

っ
た
改

作

の
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な

一
般

の
方
向
と
無

関
係

で
な

い
。
あ
る

い
は
こ
れ

に

一
歩
一先

ん
じ

て
い
た
と
も
い
え

る
も

の
で
あ
ろ
う

。

以
上
は
、
句
作

の
時
期
と
推
敲
の
性
格
と

の
関
連
を

「馬

に
寝

て
」

の
句
を

例
と
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句
が
、
「
甲
子
吟
行
」

の
旅
中
の
句
で
あ
る

こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

。
芭
蕉

に
し
て
も
江
戸

に
お
け
る
不
断

日

常

の
句
は
、
当

然
な
が
ら
推
敲
の
過
程
は
残
さ
れ
に
く
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に

か

ゝ
げ
た

「
か
ら
ざ
け

や
」

の
句
の
ご
と
く
、
腸
を
し
ぼ
る
ほ
ど
の
苦
吟
も
、

そ

の
過
程
は
知
る
よ
し
も
な

い
。
初
案
が
残
さ
れ

て
い
る
の
は
、
特
殊
な
場
合

で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
旅
中

の
句
に
多

い
。
旅

に
出

た
芭
蕉
は
、
多

く
の
門

下
や

同
好

の
十
を
訪
れ

て
句
を
残
し
た
し
、
あ
る

い
は

『
ほ
そ
道
」
の
場
合

の
ご
と

く
旅

に
随
行
者
が
居
て
、
時

々
に
句
を
録
し
て
い
る
。
旅
し
た
跡
に
残
さ
れ

た

句

々
は
、
そ
の
土
地

の
人

々
に
よ

っ
て
録
さ
れ
た
。
(知
足

「千
鳥
掛
」
、
「
合
歓

の
い
び
き
」

、
如
行

「如
行
子
」
、
「
後

の

旅
」
、
支
考

「
笈

日

記
」
、
挙
自

「
四
季
千
句
」

、
不
玉

「
継
尾
集
」
な
ど
)
し
か
も
芭
蕉

は
、
そ
の
後
、

「
甲

子
吟
行
」

な
ど
道

の
記

に
意
を
注
い
で
お
り
、
発
句
も
自
ら
改
作
さ
れ
る
機
会

が
多

か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
推
敲

の
聞
題
に
と

っ
て
好
都

合
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
単
に
資
料
を
豊
富

に
す
る
と
い
う
ば
か
り
で
な

く
、
旅
申
の
句
作
と
道

の
記
執
筆
と

い
う
異
な
る

二
つ
の
創
作

の
契
機

の
対
照

関
係
と
い

っ
た
問
題
も
予
想
さ
せ
る
の
で
あ

る
。

以
下
、
い
く

つ
か
の
推
敲
を
経

た
句

に
関
し
て
考
察

す
る
が
、
必
ず

し
も
、

一
つ
の
結

論
を
求

め
る
も
の
で
は
な
い
。
芭
蕉
発
句
の
具
体
的

な
あ
り
か
た
を

う
か
が
え
ば
足
り

る
。
論
は
自
ら
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
多
岐

に
わ
た
る
で
あ

ろ
う

。
が
、

や
は
り
基
礎
と
な
る
の
は
、

一
々
の
作
品
の
解
釈

の
正
し
さ
で
あ

る

こ
と

は

.
言

を

侯

た

ぬ
か

ら

で

あ

る

。

二

こ
こ
で
は
、

『笈

の
小
文
』

の
旅
に
お
け

る
句
作

に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思

》つ
。寒

け
れ
ど

二
人
旅
ね
は
お
も
し
ろ
き

(
笈
日
記
)

寒
け
れ
ど

二
人
旅
寝
ぞ

た
の
も
し
き

(曠

野
、
如
行
子
、
合
歓
の
い
び
き
、
泊

・

船
集
)

寒

け
れ

ど
二
人
寝
る
夜
ぞ
た
の
も
し
き

(
笈
の
小
文
)

す
く
み
行

や
馬
上
に
氷
る
影
法
師

(笈
日
記

、

冬

の
田
の
馬
上

に
す
く
む
影
法
師

(如
行
子
)

泊
船
集
)

(
「
国
語
国
文
学
研
究
第
十
輯

論
号
と
資
料
」
に
は
中

七
「
馬
上
に
す

ゝ
む
」
)

あ
ま
津
な
は
て

さ
む
き
日
の

馬
上

に
す
く
む
影
法
師

(合
歓

の
い
び
き
)

冬

の
日
の
馬

上
に
氷
る
影
法
師

(笈

の
小
文

)

麦

ま
き

て
よ
き
隠
家

や
畠
村

(如
行
子
)

麦

は
え

て
よ
き
隠
家

や
畠
村

(合
歓

○
い
び
き
、
笈
日
記
、
伊
良
胡
崎
)

の
三

つ
の
場
合
を
例
と
し
て
、
考
察
を
進
め
る
。

「寒
け
れ
ど
」

の
句

は
、
貞
享
四
年
十

一
月
十
日
鳴
海

か
ら
杜
国
を
訪

ね
て
保

美

へ
行
く
途
次
、
吉

田
に

一
泊
し

た
折
の
吟

。
こ
の
句

の
異
同
に

つ
い
て
は
、

「
笈
の
小
文
」
が
原
作
で
、
他
は
伝
聞
の
誤
り
と
す
る

『
芭
蕉
講
座
』

(加
藤

轍

邨
氏
)

(以
下

『講
座
」
と
略
称
)
、

『笈

の
小
文

』
を
初
案
、
『
如
行
子
』



他

の

「
旅

寝

ぞ
」
を

後
案
・

「
お
畿
レ

リ
き
」
と
し
た

「笈
日
起

は
・
支

考

の
杜
撰
と
す
る

一、芭
蕉
俳
句
新
講
」

(頴
原
退
蔵
博
士
)

(以

下

「新
講
」

と
略
称
)
と
説
を
異
に
し
て
い
る
。

『
講
座
』
に
触
れ
ら
れ
ず

、
「
新
講
」

に
他
に
所
見
な
き
を
以

て
杜
撰
と
さ
れ

た

『
笈
日
記

↓
の
句

は
、
ま

た
真
蹟
も
伝
え
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
聞
か
な

い
。

や
は
り
杜
撰
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

先
ず

、
こ
の
紀
行

の
根
本
資

科
と
い
わ
れ
る

『
如
行

子
」

や

『合
歓

の
い
ひ

き
』

に

「
旅
寝
ぞ
た
の
も
し
き
」

の
形
で
見
え
る
の
で
、

「
お
も
し
ろ
き
」
の

形
が
あ

っ
た
に
し
て
も

、
す
ぐ
改
め
ら
れ
た
こ
と

は
否

め
な

い
よ
う

で
あ
る
。

し
か
し
、

「
影
法
師
」

の
句

に
し
て
も
、
他
の
資
料
と
は
別
個
に

一
句
形
を
録

し

て
い
る

閏
笈
日
記
』
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
単
に
他

に
所
見
が
な
い
こ
と
を
以

て
杜
撰
と
き
め

つ
け
る
わ
け

に
は

い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
..
い
ま
、
こ
の
紀
行

の
間

に
成

っ
た
発
句
で
、

『笈
日
記
』
が
収
録
し

て
い
る
句

々
の
性
格
を
他
書

の
句
と
比
較
し

て
み
る
と
、

『笈

の
小
交
」
と
異
な
る
も
の
、
先

に
掲
げ
た
二

句

の
他
に
、

冒

○

呑
を

さ
ぐ

る
梅

に
蔵
見
る
軒
端
哉

(笈

の
小
文
)

舌
を
さ
ぐ
る
梅

に
家
見
る
軒
端
哉

(笈
日
記
)

○

日
は
花

に
暮
れ

て
さ
び
し
や
あ
す
な
ら
ふ

(笈

の
小
文
)

さ
び
し
さ
や
花

の
あ
た
り
の
あ
す

な
ら

ふ

(笈
日
記
)

○
丈

六
に
か
け
ろ
杢

、同
し
石
の
上

(
笈
○
小
交
)

丈
六
の
が
け
ろ

ふ
高
し
石
○
上

(笈
巨
記
)

○
此
山
の
か
な
し
さ
告
よ
野
老
掘

(笈
の
小
文
)

由
寺

の
か
な
し
さ

つ
げ
よ
蘇

ほ
り

(笈
日
記
)

○
物

の
名
を
先

と
ふ
盧

の
わ
か
葉
哉

(笈

の
小
文
)

物

の
名
を
先
と
ふ
荻

の
若
葉
哉

(笈
日
記
)

『
曠
野
」

と
異
る
も
の
、

「寒

け
れ
ど
]

の
句

の
他

に
、

○

さ
れ

ば
こ
そ
あ
れ
た
き
ま

ゝ
の
霜

の
宿

(曠
野
)

き
れ
ば

こ
そ
逢
ひ
た
き
ま

ゝ
の
霜
の
宿

(笈
日
記
)

(
こ
の
申
七
は

「泊
船
集
」

に
い
う
ご
と
く
誤
り

で
あ
ろ
う

。
)

○

夏
来
て
も

た
ゝ

一
つ
葉
の

一
つ
か
な

(曠

野
)

夏
来
て
も

た
ゝ

一
つ
葉
の

一
葉

か
な

(笈
日
記
)

○
何
事

の
見

た
て
に
も
似
ず

三
か
の
月

(曠

野
)

あ
り
と
有

た
と

へ
に
も
似

す
三
日
の
月

(笈
日
記
)

○

ひ
よ
う
　

と
な
ほ
露
け
し

や
女
郎
花

(曠
野
)

ひ
ょ
う
　

と
こ
け

て
露
け
し
女
郎
花

(笈

日
記
)

(以
上
前
書
略
)

な
ど
、
独
特

の
句
形
を
多
く
収

め
て
お
り

、
ま
た
、

「寒

け
れ

ど
」

「
す
く
み

行

や
」

つ
麦
は
え
て
」

の
句
な
ど
も
そ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
紀
行

中

の

句

で

「笈
日
記

一
に
よ

っ
て
は
じ

め
て
世
に
公

に
な

っ
た
句
は
二
十
句
を
越
え
る
。

し
か
も
そ
の
中

に
は
、

山
寺
の
か
な
し
さ

つ
け
よ
融

ほ
り

(笈
日
記
)

山
寺
の
か
な

し
さ
告
よ
野
老
掘

(
田
中
善
助
氏
蔵
真
蹟
)

物

の
名
を
先
と
ふ
荻
の
若
葉
哉

(笈
日
記
)

も
の
ゝ
名
を
ま
つ
と
ふ
荻

の
若
葉
哉

(
田
中
善
助
氏
蔵
真
蹟
)

も
の

ゝ
名
を
先
と
ふ
荻

の
わ

か
ば
か
な

(境
野

五
郎
氏
蔵
真
蹟
)

な
ど
.
真
蹟
が
現
存

し
て
い
て
、

『笈

日
記
」
所
収
句
の
根
拠
を
明
ら
か

に
し

て
い
る
。
ま
た
真
蹟
こ
そ
残

っ
て
い
な
い
が
、

ご
を
焼

て
手
拭
あ
ふ
る
寒
さ
哉

(笈
日
記
、
伊
良
古
崎
)

面
白
し
雪

に
や
な
ら
ん
冬
の
雨

(笈

日
記
、
キ

鳥
掛
)



宮
人
よ
我
名
を
散

ら
せ
落
葉
川

(笈
日
記
、
桜
下
文
集
)

薬

の
む
さ
ら
で
も
霜

の
枕
か
な

(笈

日
記

、
熱

田
搬
箱
物
語
)

な

ど
に
う

か
が
え
る
よ
う
に
、

『伊
良
古
崎
」

(
宝
暦

九
年
子
礼
撰
)

『千
鳥

掛
』

(
正
徳

二
年
)
、
知
足
撰

『桜

下
文
集
』
(
不
詳
、
稿
本

、
木
因

の
文

集
)
『熱

田
霰
箱
物
語

。
(
元
禄
八
年

、東
藤
撰
)
と
そ
れ
ぞ

れ
後

に
別
個

に
土
地
の
人

に

よ

っ
て
撰
ば
れ

た
集

に
収
め
る
も

の
で
、

こ
れ
も
「笈
日
記
」
の
よ

っ
た
確
か
な

資
料

の
存
在
を
思
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
は
支
考

が
序
に
記
し
た
ご
と
く
、

「
た

ゝ
に
旧
遊
の
地

を

た

つ

ね

て
、
そ

の
時

の
あ
り

さ
ま
を
思
ひ
あ
は
せ
、

一
夜

二
夜

の
ち
ぎ
り
捨
し
所

々
も

註
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そ

の
面
影
を
う

つ
し
出
し
」

た
も

の
で
あ

っ
て
、
先
師
曽
遊
の
地
を
訪
ね
て
、

土
逃
圭
地
に
残
る
真
蹟
や
筆
録
を
記
し

て
い
っ
た
も

の
が
、

こ
の

『笈

日
記
』

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
面
の
闘
題
で
あ
る

「
寒
け
れ
ど
」

の
句

に
つ
い
て
見
る
と
、

「笈
日
記
』

で

は
、

「麦

は
え
て
」

の
句

の
次
に

「
此

時

は

越

人
も
具
せ
ら

れ

し

と

か

や
」
と
前
書
し
て
収

め
ら
れ

て
お
り

、
支
考

は

「
越
人
と
吉

田
の
駅
に
て
」
と

前
書
し

た

「曠
野
」

の
形
と
は
直
接

関
係
な
く
、
参
照
す
る
こ
と
も
な
く
、
こ

の
句
を
収
め
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
越
人
も
具
せ
ら
れ
し
と
か
や
」
と
は
、
そ

の
地
で
の
伝
聞
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
下
五

「
お
も
し
ろ
き
」
と
す
る
句
形
も
、

伝
え
ら
れ
て
存

し
た
と

い
う
推
測
が
可
能
と
な
ろ
う

。

な
お
、

こ
の
形
を
初
案
と
す

る
の
は
、

『
如
行

子
』

『曠
野
」
が
同
形

で
あ

り
、
し
か
も
そ
れ
が
最
終

案
と
考
え
ら
れ
る

『
笈
の
小
文
』

の
形
に
よ
り
近

い

も

の
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
第

二
の
例
は
、
芭
蕉

が
い
か
に
は
げ
し
く
冬
田

の
中
を
行
く
自
ら

の

馬

上
の
像
を
そ
し
て
心
象
を
形
象
化
し
よ
う

と
し

て
苦
心
し
た
か
を
示
す
好
例

で
あ
る
。

諸
説
で
は
、
『笈

の
小
文
』
を
成
案
と
す
る
こ
と
、
『
講
座
』
、
山
本
健
吉
氏
,

の

『
芭
蕉
』
、
井
本
農

一
氏

『
芭
蕉

』

(角

川
古
典
鑑
賞
講
座
)
な
ど
、
ほ
と
ん

ど
が

こ
れ
を
認
め
て
い
る
が
、

『新
講
』

の
み
は
、

『笈

日
記
』

の

「
す
く
み

行

や
」
を

『笈

の
小
文
」
以

後

の

改

案
か
と

さ

れ

る

が
、
も
し

『
笈
日
記

』
が
、
後
日
の
刊
行
だ

か
ら
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
意
味
が
な
い

と

思

わ

れ

る
。

『
新
講
」
が
、
さ
き

の
句
の

『笈
日
記
」

の

「
お
も
し
ろ
き
」
を
杜
撰
と

す
る
の
も
、
あ
る

い
は
、

こ
の
刊
年

の
聞
題
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
思
う

の
で
あ
る
が
。
さ
き
に
い
う
ご
と
く
そ

の
要
は
な

い
で
あ
ろ
う

。
た
し
か
に

『

笈

日
記
』

に
は
、
例
え
ば
、

『笈

の
小
文
』

の

「
日
は
花
に
暮
れ

て
さ
び
し

や

あ
す
な
ら
ふ
」
が
改
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
や
ゝ
長

い
前
書
を
伴

っ
た

「
さ

註
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び
し
さ

や
華
の
あ
た
り

の
あ
す
な
ら
ふ
」
が
あ

る
が
、
こ
れ

は
後
年

の
改
作
が

入
る
こ
と
も
勿
論
あ
り
う
る
と
い
う

こ
と
で
、
元
禄

八
年
刊

の
故
を
も

っ
て
収

録
し
た
句
が
す

べ
て
改
作
を
経

た
も

の
と
考
え
る
必
要

は
な

い
の
で
あ
る
。

こ

の
こ
と

は
す

で
に
述
べ
た

『笈
日
記
」
中

の
芭
蕉
発
句
の
性
格

か
ら
容
易
に
認

め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「
す
く

み
行
や
」
の
場
合
も
従

っ
て
成
案
に
至

る
間

の

一
案

で
あ
る
と
見
よ
う
。

こ
の
句
に
お

い
て
問
題
に
な
る

の
は
、
さ
き

の
句

で
は
同
形
で
あ

っ
た

『如
行
子
』

『合

歓
の
い
ひ
き
』
聞

の
異
形
の
闘
題

で
あ
ろ
う
。
例
に
あ
げ

た
三
番
目

の
句
も
同

じ
聞
題
を
示
し

て
い
る
。

『如
行
子
』
は
、
貞
享

四
年
十

一
月

五
日

か
ら
十

二
月
五
日
に
至

る
芭
蕉

の
尾

註
7

張
遊
歴
中
の
作
品

や
、
編
者
の
吟

を
集

め
た
稿
本
で
あ
る
。
ま
た
、

『合
歓

の

い
ひ
き
」
は
、
知
足

の
孫

で
あ
る
蝶
羅

の
撰

に
か
か
る
も
の
で
、
貞
享

四
年
冬

の
芭
蕉
来
訪

の
折
の
吟
詠

の
う
ち
(

『千
鳥
掛
』

に
収
め
な
か

っ
た
芭
蕉

の
真

註
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蹟
数
句
を
録
し
て
い
る
。
と
も
に

『笈

の
小
文
』
の
根
本
資
料
と
さ
れ
て
い
る



も
の
で
あ
る
。
そ

の
両
書
に
、
掲
げ

た
ご
と
く
句
形
の
相
違
が
見
ら
れ

る
。

こ

れ
は
お
そ
ら
く
、
句
を
録
し
た
時
期

の
前
後
に
よ
る
と
い
う

こ
と
、
即
ち
、
芭

蕉

の
推
敲
の
反

映
で
あ
ろ
う

。
芭
蕉
の
こ
の
闘

の
行
程
は
、
あ
ら
あ
ら
関
係
事

項
を
抜
き
出
す
と
十

一
月
四
日
鳴
海

の
知
足
亭
に
着
き
、
十
日
朝
越
人
と

と
も

に
鳴
海
を
立

っ
て
、
吉
田
に

一
泊

、
十

二
日
三
河
保
美
に
杜
国
を
訪
れ
、
数
日

滞
在
、
十
六
日
夜
鳴
海
帰
着
、
そ
の
後

鳴
海
を
出

て
、
熱
田
桐
葉
亭

で
、
前
日

か
ら
訪
れ

て
い
た
如
行

に
逢

い
、
三
吟
で
歌
仙

一
折
を
残
し
て
い
る
。
即
ち
、

芭
蕉
が
如
行
に
逢

っ
た
の
は
、
知
足
と
別
れ
た
後

の
こ
と
で
、
こ
の
点
か
ら

い

え
ば
、
知
足
の
家
に
残
さ
れ

た
真
蹟
や
書
留

(
『千
鳥
掛
」

『合
歓

の
い
ひ
き

」

に
収

め
ら
れ
た
も
の
)
を

前
案
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
は
た
し

て
、
そ

う
単
純

に
前
後
関
係
を
決
定

で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。

『如
行
子
』

の
内
容

・
記

述
の
様
相
を
今
少
し
検
討

し
て
み
よ
う
。

嗣如
行

子

儲
の
記
述
は
、
記
さ
れ

た
句

々
の
前
書
に
よ

っ
て
う
か
が
う

に
、
冒

頭
の
、

貞
享

四
年
卯
十

一
月
五
日

鳴
海
寺
島
氏
業
言

に
飛
鳥
井
亜
相
の
御
詠
草

の
か

ゝ
り

侍
り
し
寄
を
和
す

京
ま
で
は
ま
た
半
空
や
雪
の
雲

は

せ
を

や

同

七
日
鳴
海

寝
覚

は
秋
風

の
さ
と
、
呼
続

は
夜
明

て
か
ら
、
笠
寺
は
雪

の
降

る
日

星
崎

の
闇

を
見
よ
と
や
鳴
千
鳥

は

せ
を

な
ど
は
、
、
芭
蕉
自
身

の
草

稿
の
う

つ
し

の
ご
と
く
思
わ
れ
る
が
、
十

一
月
十

日

以
後

の
記
述
は
、
少
し
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「寒
け
れ
ど
」

の

前
書

は
、

参
川
の
国
い
ら

こ
と

い
ふ
所

に
杜

国
と

い
ひ
し
此
道
の
す
き
人
有
、
翁

む
か

し
よ
り
む

つ
ま
じ
く
か

た
り

給
ひ
け

る
ゆ
ゑ
、
か
の
所
た
つ

ね
給
ふ
道
す
が

ら
霜
月
十
日
の
夜
よ
し
田
に
て
名
古
屋
の
越
人
を
伴
ひ
け
れ
ば
、

こ
れ

は
編
者
如
行

の
附
し
た
も
の
ら
し

い
が
、
次

の

同
十
三
日

さ
れ
は
こ
そ
あ
れ
た
き
ま

ゝ
の
霜

の
宿

は
せ
を

麦

ま
き
て
よ
き
か
く
れ
家

や
霜
の
宿

同

と
有
け
れ

は

冬
を

さ
か
り

に
椿
咲
な
り

越
人

昼
の
空
蚤

か
む
犬

の
寝
か

へ
り

て

野
仁

発
句
と
脇

の
間

に

「
と
有
け
れ
ば
」

と
あ
る
の
は
、
勿
論
、
芭
蕉

の
手
に
よ
る

も

の
で
は
な
い
。
ま

た
、
如

行
が
編
輯

の
際
、
か
か
る
語
を
挿
入
す
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
即
ち
、

こ
れ
は

一
座

し
た
者

で
し
か
も
す
ぐ
後

で
如
行
と
逢

っ

た
越
人
の
手
に
な

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

如
行

が
芭
蕉
に
逢
う
十

二
月

一
日
以
前

の

「如

行
子
」

の
記
述

に
、
す
べ
て

越
人
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る

こ
と
も
注
意
し
て
お
こ
う

。
こ
の
部
分
を
如
行
は
越

人

の
手
控

え
か
ら
写

し
と

っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
き
に
掲
げ

た

「
寒
け
れ
ど
」

の
前
書
は
、
例
外
で
あ
る
。
こ
の
句
に

つ
い

て
は

い
わ
ば
当
事
者
で
あ

る
越
人
は
、
あ
の
よ
う
な
説
明
を
附
す
要
は
な
か

っ
、

た
。
如
行
に
よ

っ
て
後
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
「
名
古

屋
の
越
人
」
と
し
た
り
、

「
野
仁
」

の
変
名
を
用

い
て
い
た
杜
国
が
、

「
杜
国
」

の
名

で
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど

で
判
断

で
き
る
。

如
行
が
、
芭
蕉

に
逢

っ
て
以
後
は
、
勿
論
如
行
自
身
録
し
て
い
る
。
そ
れ
以

前

の
も

の
は
さ
き

に
い
う
ご
と
く
越
人

の
手
控
え
か
何

か
の
写
し

で
あ
ろ
う
。



そ

し
て
越
人
は
、
芭
蕉
と
逢
う
十

一
月
十
日
以
前
の
も
の

(
『
如
行
子
」

の
は

じ

め
の
部
分

)
は
、
知
足
か
芭
蕉

の
書
き
と

め
て
お
い
た
も
の
に
よ

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

『如
行
子
』
に
は
以
上
の
ご
と
く
に
三

つ
の
段
階
が
あ
る
と

考

え
ら
れ
る
。

に、如
行
子
』
を
こ
の
よ
う
に
解
す
れ

ば
、

こ
の
章
の
冒
頭
に
掲

げ
て
問
題
と

し

た

「
影
法
師
」

の
句
、

「
畠
村
」
の
句
は
、
知
足
亭
で
芭
蕉
が
遺
し

た
よ
り

以
前
に
控
え

て
い
た
は
ず

の
越
人

の
句
稿
を
写
し

た

『如

行
子
』
を
先
案
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

「
冬
の
田

の
」
↓

「
さ
む
き

日
の
」

、

「
麦

ま

き

て
」
↓

「麦
は
え
て
」

と
改

め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
先
の

「寒
け
れ
ど
」
の
、
初
案
に
関
し
て
疑

悶
が
起

っ
て

く
る
。

「合
歓

の
い
び
き
』

に

「
た
の
も
し
き
」

で
あ
る
の
は
、
芭
蕉
が
保
美

か
ら
帰

っ
て
鳴
海

の
知
足
亭

で
書
き

の
こ
し
た
も
の
で
は
、
す
で
に
改
作
さ
れ

て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
越
人

の
記
し
た
句
形

の
う

つ
し
と
見
た

『如

行
子
「
に
同

じ
形

で
あ
る

こ
と
は
芭
蕉

の
随
行
者

で
あ
り

い
わ
ば
こ
の
句

の
当

事
者
で
あ
る
越
人

の
記
述
で
あ
る
以

上
、
私
に
初
案
と
考
え

た

「
お

も

し

ろ

き
」

(笈
日
記
)

の
形
は
あ
り
得
な
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
以

上
の
事
実
を
認

め
た
上
で
、
な
お

「
笈
日
記
」
の
形
を
疑
う

こ
と
が
で
き
な

い
と
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ

ろ
う
か
。
吉
田

で
こ
の
句
が
成

っ
た
時
は
、

「
お
も
し

ろ
き
」
の
形
で
も
よ
か

っ
た

。
越
人
も

そ

の
形
で
控

え
た
。
し
か
し
そ
の
後
芭
蕉
が
推
敲
を
経

て
句
形
を
改
め
た
時
、

=

一人
旅
寝
」
の

当

の
相
手
で
あ
る
越
人
に
そ
れ
を
告
げ
な

い
こ
と
が
あ
ろ
う

か
。

」如
行

子
」
と

『
合
歓
の
い
ひ
き
」
と
が
共

通
し

て
収
め
る
句
で
異

る
形

の
も
の
は
、

「
影
法
師
」

「畠
村
」

の
二
句
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
句

の
改
案

は
越
人

は
同
行
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

知
ら
さ
れ
な
か

っ
た
。

「
寒
け
れ

ど
」

の
改
案
が
、
越
人
に
知
ら

さ
れ

た
の
は
、
や
は
り
越
人
が

目
句
の

モ
チ
ー

フ
に
か
か
わ
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら

で
あ

ろ
う

。

次
に
、
先

に
掲
げ

た
例
句
を
中
心
に
、
芭
蕉

の
改
作
の
意
図
を
考

え
て
み
よ

,つ
o

〔
過
度
に
興

に
の
っ
て
作
ら
れ

た
句

の
是
正
〕

・

先
ず
、

「
寒
け
れ
ど
」

の
句
は
、

「
お
も
し
ろ
き
」
ー

「
た
の
も
し
き
」
、

そ
し
て

「
二
人
旅
寝
は
」
↓

「
二
人
旅
寝
ぞ
」
↓

「
二
人
寝
る
夜
ぞ
」
と

い
う

二
度

の
推
敲
を
経
て
い
る
こ
の
変
化
は
何
を

意
味
す
る
か
。

「
お
も
し

ろ
き
」
に
し
ろ
、

「
た
の
も
し
き
」

に
し

ろ
、
句
形
が

一
句

の
発
想

の
中
核

「旅
寝
」

の
語
を
中
心
に
し

て
動

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
ま
ず

こ
の
語
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う

。

「
旅
寝

」
の
語

は
、和

歌
連
歌

に
用

い
ら
れ
て
そ

の
伝
統
を
負
う
も

の
で
あ
る
が

卯
辰
紀

行
中

の
使
用
頻
度
や
性
格

は
注
目
す
べ
き
も

の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
芭
蕉

の

「
旅
寝
」

の
句
を
発
句
や
脇
句
に
求

め
る
と
、

時

は
秋
吉
野
を

こ
め
し
旅

の

つ
と

雁
の
と
も
ね

に
雲
風

の
月

幾
落
葉

そ
れ

ほ
ど
袖
も

ほ
こ
ろ
び
ず

旅
寝

の
霜
を
見
す
る
あ
か
ゞ
り

た
ひ
寝
よ
し
宿
は
師
走
の
夕
月
夜

旅
寝
し
て
見
し
や
浮
世
の
煤
掃

露
浩

芭
蕉

荷
分

芭
蕉

芭
蕉

芭
蕉

'



花
の
陰

謡
に
似
た
る
旅
寝
か
な

芭
蕉

な

ど
が
、
わ
ず
か
な
問
に
次

々
と
生
れ

た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
前
回

の
貞
享

甲
子
の
旅
を
野
ざ
ら
し
を
心
に
出
発
し
た
が
、

や
が
て
江
戸

へ
帰
り
、
そ
の
道

の
記
を
草

し
て
は

「
旅
寝
し

て
我
句
を
知
れ

や
秋

の
風
」

(
野
ざ
ら
し
紀
行
絵

巻
真
蹟
)
と
そ

の
所
業

に
自
信
を
得

た
句
を
残
し
て
い
る
。
卯
辰

の
紀
行
は
こ

れ
を
う
け

て
、
旅

に
関
し
て
は
充
分

に
意
識
的
で
あ
り
、
ま
た
前
回
の
旅

の
あ

と
を

た
ど
る
と

い
う
気
安
さ
が
あ

っ
て
、
旅
を
興
ず
る
心
持
が
強
か

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
人
に
旅
人
と

よ
ば
れ

て
出
立
し
た
、

「
謡
に
似
た
る
旅
寝
」
で
あ

っ

た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
句

々
に
現
れ

て
い
る
と

こ
ろ
、
後

の

「
月
日
は
百
代

の
過
客
」

に
し
て

「
世
は
旅

に
代
か
く
小

田
の
行
き
戻
り
」

(笈
日
記
、
陸
奥

千
鳥

)
と
い

っ
た
よ
う

な
旅

に
お
け
る
時
間
の
意
識

の
面
を
押
し
出
す
も
の
で

な
く
、

「旅
寝
」
そ

の
も
の
を
ひ
た
す
ら
意
識
し
、
興
ず

る
と

い
う

態
の
も

の

で
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

「寒
け
れ

ど
」

の
句
も
、
こ
の
よ
う
な
意
識

の
所
産
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

古
来
、

「
旅
寝
」

の
イ

メ
ー
ジ
は
、
さ
む
ざ
む
と
し

た
独
り
寝
と
い
う
も

の

に
連
な
り

や
す

い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
、

こ
こ
で
は
、

二
人

の
旅
寝
な

の

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
俳
譜
的
に
把
握
さ
れ
て
、
風
狂
に
興
じ

て
み
る

「お
も
し

ろ
き
」
と
し

て
表
出
さ
れ

た
。
古
典
的
な
旅
寝

に
俳
譜
的
に
対
比
さ
れ

た

「
二

人
旅
寝
」
な

の
で
あ
る
。

天
和

か
ら
貞
享

の
は
じ
め
の
芭
蕉

の
句
に
多
く
風

狂
人

の
姿
が
自
己
に
密
着

さ

せ
て
見
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の

「
お
も
し

ろ
き
」
に
は
、
そ
れ
と

は

や
や
異

っ
て
、
悲
愴
感
は
な

い
。
余
裕
あ
る
興
じ

ぶ
り

が
感
じ
ら
れ
る
。
し

か

し
、
表
現
の
面
か
ら
見
れ
ば
、

「
二
人
旅
寝
は
お
も
し
ろ
き
」
と

い
っ
た
点
に

興
じ
る
に
急

で
、
な
ま
で
あ
ら
わ
な
感
じ
を
免
れ
な

い
。

お
も
し

ろ
や
雪
に
や
な
ら

ん
冬

の
雨

(如

行
子
)

お
も
し

ろ
し
雪
に
や
な
ら

ん
冬

の
雨

(千

鳥
掛
)

同
じ
頃

の
句
作

・
推
敲
で
あ
る
が
、

こ
の
わ
ず

か
な
改
案
も
、

「
お
も

し
ろ
や

」

「
雪

に
や
」

の
重
複

を
い
と

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
こ
と

の
他

に
、

こ
と
さ
ら

な
切
字

の

「
や
」
を
し
り
ぞ
け

て
作
者
自
身
の
は
や
り
が
ち
に
表
出
さ
れ
た
風

狂
の
気
分
を
抑
え
る
役

割
を
し

て
い
る
と

い
え
よ
う

か
。
ま

た
、

い
ぎ
出
む
ゆ
き
み
に
こ
ろ
ぶ
所
ま
で

(松

坂
屋
真
蹟
)

い
ぎ
行
む
雪
見
に

こ
ろ
ふ
所
ま
で

(
嘔
野
、
笈

の
小
文
)

い
ぎ

さ
ら
ば
雪
見
に
こ
ろ
ぶ
所
迄

(
花
摘
、
陸
奥
千
鳥
)

は
、
列
記
し

た
順
に
改
作
が
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
い
ざ
出
む
」
↓

「
い
ぎ
行
む
」
↓

「
い
ぎ

さ
ら
ば
」
の
過
程
は
、

や
は
り
直
接
の
表
出
が
抑
え

ら
れ

て
、
円
満
な
表
現

を
得
る
に
至

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う

。

こ
れ
な
ど
も
、
風

狂

の
態
度
を
あ
ち
わ
に
表
出
す
る

こ
と
を
抑
制
す
る
と

い
う
同

じ
方
向
に
添

っ

た
推
敲
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

「寒
け
れ

ど
」
の
句
に
お
い
て
、

「
お

も
し
ろ
き
」

が
消
去
さ
れ
た

一
因

が
こ
こ
に
見
ら
れ
よ
う

。

と

こ
ろ
で
、

「
た
の
も
し
き
」

は
、
ど
の
よ
う
な
発
想
の
下
に
現
わ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う

か
。
独
白
的
な

「
お
も

し
ろ
き
」
と

い
う
表
現

か

ら
、
対

人

的

な
、
心
の
寄
り
を
見
せ
る

「
た
の
も
し
」

の

一
語
に
よ
り

随
行
者
越
人

へ
の
語

り
か
け
を
内
に
含
ん
だ
表
現

に
変

っ
て
い
る
。

い
わ
ば
挨
拶
性
が
添
加
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

〔
挨
拶
句

の
諸
相
〕

旅
申
の
句
に
は
、
ま
た
挨
拶
句
も
多

い
。
以
下
、
卯
辰
紀
行
中

に
お
け
る
挨

拶
句

の
諸
相
を
う

か
が

っ
て
み
よ
う
。

先

に
掲
げ

た

「畠
村
」

の
句
に

つ
い
て
、
「
麦
ま
き
て
」
↓

「
麦
生
え
て
」
。



旬
作

の
契
機
は
、
当
時

空
米
売
買

の
件
で
追
放
さ
れ

、
閉
居

の
身
で
あ

っ
た

杜
国

を
、
寒
風

の
中
を

二
十
五
里

尋
ね
か
え

っ
て
訪
う
た
。
そ
の
杜
国

に
対
し

た
時
の

も

の
で
あ
る
。

「
よ
き
隠

家
や
畠
村
」
は
、
住
む
土

地
や
住
居

へ
の
褒

美

に
よ

っ
て
杜
国
に
対
す
る
慰
め
の
心
を
見

せ
た
も

の
で

こ
の
句
の
中

心
と
な

る
。
こ
の
上
五
の
推

敲
も
、

こ
の
モ
チ
ー

フ
に
添
う

て
考
え
ら
れ

る
べ
き
も

の

で
あ

ろ
う

。

「畠
村
」

の
縁

で
、
当
座
に
属

目
し
た

「麦
」
が
と
り
あ
げ

ら
れ

た
も

の
で
あ

ろ
う

。

」新

講

]
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
軽
く
相
応
じ

て
居
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が

、
こ
れ
は
鑑
賞
の
立
場
か
ら

こ
の
程
度
に
と
ど
め
ら
れ

た
の
で
、
作

者

の
句
作
意
識
か
ら

い
え
ば
.
や
は
り

「畠
村
」
と

い
う
地
名
に
よ

っ
て
発
想

し
、
そ
の
縁

で

「
麦
」
が
撰
ば
れ
た
も

の
と
考

え
る
。
初
案

「麦

ま
き

て
」

の

意
味

は
.
杜
国
が
麦
蒔
き
を
し
て
と
い
う

の
で
な
く
、

こ
の
畠
村

は
、
名
に
適

わ
し
く
、

一
里
が
麦

を
作

っ
て
と

い
っ
た
意
で
あ

ろ
う
。
も
し
実
景
に
対
応
さ

せ
る
と
し

た
ら

.

「
麦
ま
き
て
」
も

「麦

は
え
て
」
も
、
同
じ
く
麦

の
芽

の
生

え
そ
ろ

っ
た
風
景
で
あ

っ
て

い
い
の
で
あ
る
。
が
芭
蕉

の
恵
図
は
、
表

現
と
し

て

「麦

は
え
て
」

を
択

ん
だ

の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
第

一
に
.
麦
が
生

え
の
び

て
、
閉
居

の
杜
国
に
よ
き
隠
れ
家
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
麦

の

芽
生

え
に
よ

っ
て
希
望

の
よ
う
な
も
の
を
点
じ
、
以

て
杜
国
を
慰
め
た
も
の
と

い
え
よ
う
か
。
が
相
手
が
門
人
の
杜
国
で
あ
る
故
か

、
半

ば
自
分

の
安
堵
、
喜

び

の
表
出
と
な

っ
て

い
る
。
こ
れ

は
、
越
人
を
相
手
と
し
た

「
寒
け
れ
ど
」

の

句

の

「
お
も

し
ろ
き
」

に
お
け
る
場
合
と
類
似
す
る
よ
う
で
あ

る
。

香
を
探
る
梅
に
家

み
る
軒
端
哉

(笈
日
記
)

香
を
探
る
梅

に
蔵
見

る
軒
端
哉

(笈

の
小
文

)

も
の

ゝ
名
を
ま
つ
と

ふ
荻
の
わ
か
ば
哉

(境
野
氏
蔵

及
び
田
中
氏
蔵
真
蹟
、

笈
日
記
)

物
の
名
を
先
と

ふ
芦

の
わ
か
葉
哉

(笈

の
小
文
)

藪
椿
門
は
葎

の
わ

か
葉
哉

(
田
中
氏
蔵

真
蹟
、
笈
日
記
)

い
も
植

て
門
は
葎

の
わ
か
葉
哉

(笈

の
小
文
)

三
句
の
う
ち
、
後

二
句
は
、
真
蹟
の
句
形
が
初
案
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た

な

い
と
こ

ろ

で

あ

ろ
う
。

「
香
を
探
る
」

の
句
も
、

『新
講
』
で
、

『
笈
日

記
「一
の
句
を
初
案
と
さ
れ
る
が
、
さ
き
に
述
べ
た
同
書

の
性
格
か
ら
、
こ
れ
に

賛

同
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
も

に
、

お
そ
ら
く
挨
拶
の
場

で
出

さ
れ

た
ま
ま

の
句
形
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
改

案

の

句

は
、
全
て

『笈

の
小

文
」
の
句
で
あ
る
。

挨
拶
の
句

は
、
大
む

ね
そ
の
場

の
景
物

を
と
り
あ
げ

て
詠
む
も

の
の
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
、
後
に
推
敲
を
経

て
別

の
形
を
と
る
場
合

、
ほ
と
ん
ど
、
そ

れ
が
最
初
に
生
ま
れ

た
挨
拶

の
場
を
離
れ

て
い
る
の
が
、
旅
に
お
い
て
は
常

で

あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、
そ
の
挨
拶

の
場
の
実
景
景
物
が
推
敲
の
場
に
ま
で
持

ち
こ
ま
れ

て
新

た
に
句
の
中
に
位
置
を
占
め
る
と
い
う

こ
と
が
あ

っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
特
殊
な
場
合

で
な
け
れ
ば
、
ま
ず
あ
り
え
な
い

こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
挨
拶

の
句
は
、
本

来

一
度
き
り
で
詠
み
捨

て
に
さ
れ
る
も
の
で
、

推
敲
な
ど
受
く

べ
き
性
格
の
も

の
で
な
く
、
芭
蕉
の
場
合
が
特
殊
な
の
で
あ
ろ

う
。
即
ち
芭
蕉
が
道
の
記
執
筆

を
意
図
し
た
た
め
の
特
殊
な
産
物
と
考
え
ら
れ



る
の
で
あ
り

、
そ

こ
に
現
れ
る
言

葉
は
、
か

っ
て
の

挨

拶

の
場
と

は
没
交

渉

に
、
と

い
っ
て
わ
る
け
れ

ば
、
そ

こ
か
ら
規
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
な
、
芭

蕉
の
表
現
の
意
図
が

、
強
く
う
か
が
え
る
も

の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

噂
「梅
」

の
句

は
。

「
笈
日
記
」

に

「
防

川
亭
」
と
前
書

が
あ
る
。
即
ち
、
防

川

へ
の
挨
拶
句

な
の
で
あ
る
が

「新
講
』
で
は
、

「
家
見
る
」
を
新
居
の
結
構

を

見
る
意
に
解
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
句
は
、
挨
拶

の
場
の
、
特
殊

な
状
況
を
と
り
あ
げ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
推
敲
句

は
、
同
書
に

「蔵

の

方
が
防
川
の
家
の
富

を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
、
も

っ
と
効
果

的

だ

っ

た

か

ら
」

と
す
る
の
に
従
う
べ
き
だ
と
思
う
が
、

こ
こ
で
は
、
初
案
の
特
殊
な
事
情

(
新
居
で
あ
る
こ
と
)
は
考
慮
す
る
必
要

の
な
い
形
と
な

っ
て
い
る
。

「
物
の
名
」

の
句

に

つ
い
て
は

、
境
野
氏
蔵

真
蹟
に
、

「
い
せ
に
て
竜
尚
舎
と

云
け

る
有
職

の
人

に
逢

て
」

と
あ
る
。
竜
尚
舎
は
、
伊
勢
外
宮

の
祠
宮

で
、
内

註
9

外
典
に
通
じ
搏
学

の
人
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ

る
。
句

は
、

「
難
波
の
芦

は
伊
勢

の
浜
荻
」

を
踏
ん
で
、
伊
勢
に
来
て
有
職

の
人
竜
尚
舎
に
荻
の
名
を
問
う

た
と

い
う

の
で
あ
る
が

.
最
初
は
、

「
伊
勢
」

に
と
ら

わ
れ

て
、

「荻
」
と
し

た
の

で
あ
ろ
う

か
、
後

に
こ
の
点
を

い
と

っ
た
も

の
か
。
こ
の
よ
う
な
句
に

は
最
初

か
ら
場
の
性
格

が
句

の
趣
向
を
規
制
し
て
し
ま

っ
て
い
る

の
で
さ
し
た
る
変
化

は
期

待
で
き
な
い
か
も
し
れ
な

い
。

「葎
」

の
句

は
、
真
蹟
に

「
二
乗

軒
と
云
草
庵
会
」
と
前
書
が
あ
り
、

ご
乗
軒

と

い
う
人
に

つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
草
庵
に
住
む
人

へ
の
挨
拶
と
し
て
、

「葎

の
わ
か
ば
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
庵
住

み
の
人
に
対
す
る
も

の
で
、
さ
き

の
防
川
に
対
す
る

「梅

に
家
見
る
」

の
場
合
と
は
対
照
的
で
あ
る

こ
と
が
注
目

さ
れ
よ
う
。

「葎
」

は
、
門
と
熟
し
、
宿

と
熟

し
て
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
来

っ
た
言
葉

で

あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
荒
れ

は
て
た
宿
を
表
わ
し
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
挨
拶
の
言

葉
に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
が

「
若
葉
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

「葎

若
葉
」
に

つ
い
て
は
、
芭
蕉
は
、

こ
れ
よ
り
少
し
後

(元
禄

二
年
と

い
わ
れ
て

い
る
)
、
茅
屋

の
絵
に
、

「
む
ぐ
ら
さ

へ
若
葉
は
や
さ
し
破
れ
家
」
の
句
を
讃

し
た
。
同
じ
褒
美

の
心
が
、
こ
の

「
葎
若
葉
」
に
も
籠

め
ら
れ

て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
草
庵
に
は
適
わ
し
い
の
で
あ
る
。

初
案

の
上
五

「藪
椿
」

は
、
位
に
お
い
て
、

「
葎
若
葉
」

に
適
わ
し
い
。
お

そ
ら
く
は
庵

主
を

「
藪
」
と

い
う
隠
棲

の
意
を
冠
し
た
椿
に
擬

し
た
も

の
か
。

が
、
そ

の
場
合
、

「藪
椿
」
と

「葎
若

葉
」
と

は
、
ほ
と
ん
ど
同
義

の
反
複

に

似

る
。

「椿
」

は
お
そ
ら
く
は
そ
の
場

で
の
属
目
で
あ
ろ
う

が
、
こ
の
二
つ
の

物

の
取
合
せ
は
、
挨
拶
の
意
に
よ
り
す
ぎ

た
感
が
あ
る
。
や
は
り
、
挨
拶

の
場

に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
結
果
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
の
程
度

に
あ
ら
わ
に
寓

し
な

い
と
.
挨
拶

の
意
が
通
じ
ず

、
意
味
が
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も

あ

ろ
う
。

改
案
に
お
い
て
は
、
葎

の
門

の
若
葉
を
残
し
、
上
に
は
、
芋
畠

を
点
出
し
て

「
い
も
植

て
」
と
し

た
の
で
あ
る
。

、『
講
座
』

で
は
、

「
草
庵

の
嘱
目
そ
の
ま
ゝ
の
景
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
句

が
、
当
座

の
作
で
は
な

い
の
で
、
単
純

に
そ
う
見
る
の
は
い
か
が
か
と
思
わ
れ

る
。
即
ち
、
実
景
で
な
く
て
、
景
気

を
匠
ん
だ
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
。
推
敲

句
で
あ
る
こ
の
場
合
む
し
ろ
そ
う
見
る

の
が
妥
当
で
は
な
か

ろ
う
か
。
実
景

で

な

い
と
す
れ
ば
、

こ
の

「
い
も
植

て
」
は
、
ど
う
い
う

点
か
ら
発
想
せ
ら
れ

た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

初
案

に
お
け
る
上
五

「
藪
椿
」
、を
、
さ
き
に
述

べ
た
よ
う
に
、
隠
棲
し

て
い

る
庵
主
に
擬
し
て
考
え
た
が
、
改
案
に
お
い
て
も
、
言
う
ま
で
も

な
い
が
、

一



句

を
、

「
二
乗
軒
」
に
お
け

る
挨
拶
句
と
し

て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら

(改

案

「笈

の
小
文
」
所

収
句

の
前
書
に

「
草
庵
会
」
)
、
改
案

の
上
五
も
ま

た
何

ら
か
の
意
味
で
庵
主
の
性
格

を
示

す
言
葉
を
用

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

「
い
も
植

て
」
は
、
ど
の
よ
う
な
風
に
、
人
間
的
な
も

の
を
示
し
て
い

る
の
だ

ろ
う
か
。

芭
蕉

の

「
芋
」

の
句
に
は
、
例

え
ば
、

種
芋
や
花
の
さ
か
り

に
売
あ
り
く

(己
が
ち

.

が
あ
る
が
、
句

意
は
、

「
新
講
」
所

引
の

『蒙
引
」
に

「
花

の
盛
に
た
ね
を
う

り
、
芋

の
さ
か
り
に
月

を
見
る
、
質
物
な
か
ら
月
花

に
縁
あ

る
も

の
と
の
感
な

り
」
と
し
、
頴
原
博

士
も

、
こ
の
説
を
と
ら
れ
る
。

「質
物

な
が
ら
月
花
に
縁

あ
る
も

の
」
と
は
、
ま
た
奄
住

み
の
風
雅
人
の
こ
と

で
も
あ

ろ
う

。

「
類
船
集
」

に
は
芋

の
項

に

「
禅
僧
」
を
あ
げ
、
あ
る

い
は
「
懶
残
禅
師
」
も
盛

親
僧
都
も
芋
を

こ
の
み
し
名
僧
也
」
と
記
し
て
い
る
。
瀬
残
は
唐
代

の
高
僧
明

讃
で
あ
る
が
、
よ
り

よ
く
知
ら
れ
て

い
た
と
思

わ
れ
る

の
は
、

『徒

然
草
」
に

見
え
る

「
盛
親

僧
都
し

で
あ

る
。
同
書
に
、
世
を
か
ろ
く
思

い
、
無

欲
で
万
事

自
由
に
ふ
る
ま

っ
た
事
を
述

べ
て
い
る
。
後

の
註
釈
書

に
も
、
多
く
そ
の
無
欲

と
自
由
無

碍
の
態
度
を
称
し

て
い
る
が
、
例

え
ば
林
羅
山
は

『徒

然
草
野
槌
』

に
、
瀬

残
の
例

を
あ
げ
、

「
物
く

い
た
け
れ
ば
く

い
む
た
け
れ
ば
昼
も
眠

る
は

彼

飢
喫

困
睡

に
同
じ
宗

の
法
灯

た
る
は
彼
嶽
頭

回
生
禅
に
ひ

と

し

か

る
べ
し

有

難
き
無
欲

の
人
也
け
り
」
と
い
い
、
岡
西
惟
中
も

『
徒
然
草
直
解
」
に
、

こ

の
盛
親
僧
都
の
霞

に
、

羅

乏

知
北
遊
篇
の
麦

意

い
う
か
べ
聴

道

に
達
し
た
者

の
と
ら

わ
れ

な
い
態
度
を
考
え
た
よ
う

で
あ
る

。

私
は
、

「
い
も
植

て
」

の

一
句
に
、

こ
の
人

の
面
影
を
読

み
と
ろ
う
と
し

て

い
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な

試
み
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
無
駄

に
ち
が

い
な

い
が
、

さ
き
に
い
う

ご
と
く
、

上
五
に
、
何
ら
か
の
人
間
像
を
考
え
る
と
す
れ

ば
、
芭
蕉

の

「
種
芋
や
」

の
句

の
例
も
あ
り

、
蕎
住

の
人

へ
の
褒
詞
と
し
て
、

「
い
も
」
を
植
え

て
い
る
人

に
、
以

上
の
よ
う

な
意
味
の
匂

い
を
読

み
と
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
さ
き
に
、

こ
の
句

を
実
景
で
は
な
い
も

の

と

し
て
扱

っ
た
が
、
芋
畠
が
実
景
と
し

て
あ

っ
た
と
し
て
も
、
も
と
よ
り
そ
こ

に
は
選
択
が
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
実
景
で
あ
る
と

い
う
の
み
で
改
案

に

採
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
が
考
え
難
い
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
如

上
の
解

釈

が
許
さ
れ
よ
う
。
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
素
材
が
実
景
で
あ
る

こ
と
と
、

表

現
が
景
気
的
で
あ
る
の
と

は
、
同
じ
で
な
い
は
ず

で
あ
る
。
私
は
こ
の
句
を

挨

拶
の
、
明
確
な
意
図

を
も
ら
れ

た
言
葉

が
選
ば
れ
、
景
気
的
表
現
を
と

っ
た

も

の
と
考

え
た
い
の
で
あ
る
。

以

上
、
挨
拶
句
と
い
う
そ

の
発
想
が
場

の
規
定

を
受
け

や
す
い
も
の
の
、
推

敲
と

い
う
、

一
応
具
体
的
な
場
を
は
な
れ

て
行

わ
れ

る
と
思
わ
れ
る
作
者

の
内

部

の
閥
題
に

っ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、

い
か
に
も
叙
景
的

で
あ
り

な
が

ら
、
単
な
る
実

景
の
描
写

で
は
な

い
と
い
う
平
凡
な
結
論
に
達
し
た
よ
う
で
あ

る
。
だ
が
、
挨

拶
句
と
叙
景
句
の
問
題
は
、

『
お
く

の
ほ
そ
道
」

の
旅
に
お
い

て
、五

月
雨

を
集

め
て
涼
し
最
上
川

(俳
譜
書
留
、
真
蹟
も
が

み
川
)

さ
み
だ
れ

を
集

め
て
は
や
し
最
上
川

(
お
く

の
ほ
そ
道
)

涼
し
さ
や
海

に
入

た
る
最
上
川

(俳
譜
書
留
)

暑
き
日
を
海

に
入
れ

た
り
最
上
川

(
お
く

の
ほ
そ
道
)

の
改
作
に
明
確
に
あ
ら

わ
れ

て
く

る
。

こ
の
問
題
は
箪
芭
蕉
俳
句

の
構
成

の
問

題
に
も
連

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
課
題
に

つ
い
て
は
、
別

に
考
察
を



加

え
た
い
。

〔文
章
中

の
発
句
に

つ
い
て
〕

最
後

に
、
も
う

一
っ
異

っ
た
面
か
ら
見
て
み
よ
う

。
再

び

「
寒
け
れ

ど
」

の

句
を
例
に
と
る
。

「
二
人
旅
寝
ぞ
た
の
も
し
き
」

(贋
野
)
↓

「
二
人
寝

る
夜

ぞ

た
の
も
し
き
」

(笈

の
小
文
)

。

前
案

へ
は
、
旅
中
早
く
改
作
さ
れ

た
ら
し

い
こ
と
は
さ
き
に
述
べ

た
。
更

級

紀
行

に
越
人
を
伴

い
、

]、暖
野
』

へ
序
を
送

っ
て
い
る
芭
蕉
の
動

き

か

ら

見

て
、
旅

の
後
も
荷
分
ら
と
文
通
な
ど
あ

っ
た
こ
と
は
当
然
推
察
で
き

る
が
、
そ

れ

に
も

か
ゝ
わ
ら
ず
、

こ
こ
に
か
か
げ

た
後
案

に
改
め
て

い
な
い
の
は
、
ま
ず

「
二
人
旅
寝
ぞ
」

の
形
で
句
と
し
て
は
必
ず
し
も
不
満
で
な
か

っ
た
と
考
え
て

も

よ
さ
そ
う

で
あ
る
。

「
二
人
寝
る
夜
そ
し

へ
の
改
作
は
、
あ
る
い
は

「笈

の

小

文

一
と
い
う
紀
行
文

の
制
作
と
関
連

が
あ
り

は
し
ま

い
か
。

「
旅
寝
」

の
句
は
、

「笈

の
小
文
』

に
は
、
も

う

一
句
見

え
る
。

旅
寝

し
て
見
し
や
浮

世
の
煤
払

「煤
払
」
と

い
う
浮
世
の
業
と
対
置
さ
れ
た

「旅
寝

一
。
こ
の
語

の
、
芭
蕉
の

こ
の
時
期
に
お
け

る
性
格

に

つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
こ
の

二
つ
の

「
旅
寝
」

を
並

べ
た
時

.
芭
蕉
は
、

「寒
け
れ
ど
」
の

「
旅
寝
」
を
捨

て
た
。

「
お
も
し

ろ
き
」
で
あ
れ
ば
、

「
旅
」
を
表
面

に
出
す

こ
と
は
欠
か
せ
な
い

で

あ

ろ

う

が
、

「
た

の
も
し
き
」
と
改
め
、
し

か
も
道

の
記
に
記
す
の
に
、
必
ず

し
も
そ

れ
は
要
し
な
か

っ
た
。

一
句
は
こ
こ
で
は

「
二
人
」

が
中
心
と
な

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

か
れ
芝

や
ま
だ
か
け
ろ
ふ
の

=

一寸

(隈
野
)

枯
芝

や
や
ゝ
か
け

ろ
ふ
の

=

一寸

(笈

の
小
文
)

も
同

じ
事

情
が
考

え
ら
れ
る
。

『芭

蕉

俳
句

の
解

釈

と

鑑

賞
』

(
志
田
)

『新

講
』

(
頴
原
)

『
講
座
』

(
加
藤
)
な
ど
は
、
す
べ
て

「
や
ゝ
」
を
よ
し
と
し
、
「
ま
だ
」

で
は
叙
情

に
乏

し
く

、
傍
観
的
限

定
的
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
う

い

っ
た
語
感
そ
の
も
の
が
近
代

風
の
も

の
で
あ
り
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
。
芭
蕉
が
、
明
確
に

「
ま
だ
」

に
不

満

を
持

っ
て
改
め
た
か
ど
う

か
。
と

い
う
の
は
、

こ
の
句

「
笈
の
小
文
」

で
は

「春

た
ち

て
ま
だ
九
日
の
野
山

か
な
」
の
次
に
置

か
れ

て
い
る
。
並
記
し
た

二
句

に

「
ま
だ
」
が
あ
る
の
は
好

ま
し
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、

「
や
ゝ
」
と

改
め
た
の
で
は
な

い
か
、
私
に
は
、

「
枯
芝

や
や

ゝ
」

と

「
や
」
が
三

つ
も
続

く
よ
う
な
改
作

は
、
必
ず
し
も
成

功
と
は

い
え
な

い
と
思

わ
れ

る
。
芭
蕉
が
強

い
て
こ
の
改
作

を
し

た
の
は
、
や
は
り
、
さ
き

の
や
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ

ね

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
影
法
師
」

の
句

の
推
敲
。
そ
の
過
程
は
先
に
見
た
と
お
り

で
あ

る
。
山
本
健

吉
氏
は

こ
の
推
敲
を
、

「
冬

の
田
の
形
象

を
切
り
捨
て

モ
チ
ー
フ
を
統

一
し
強

化
す

る
試
み
」

(
『
芭
蕉
』
)
と
さ
れ
る
。
そ

の
と
お

り

で

あ

る
が
、
初
案

「
冬
の
田

の
」
は
、
決
し

て
芭
蕉

の
心
中
か
ら
消

え
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た

。

『合
歓

の
い
ひ
き
」

の

「
さ
む
き
日
や
」
に
は

「
あ
ま

つ
縄
手
」
の
前
書
が
あ
り

『笈

の
小
文
』
で
は
、

「
あ
ま

つ
縄
手
田

の
中
に
細
道

あ
り

て
海
よ
り
吹
上
る

風
い
と
寒
き
所
也
」

に
続

い
て
句
が
あ
る
。

『笈
日
記
』
の
上
五

「
す
く

み
行

や
」

に
し

て
も
、

「
冬
の
田
」

の
背
景

を
予

想
し

て
い
る

の

で

あ
る
。
成

案

「
冬
の
日

の
」
を
収
め
る

『笈

の
小
文
』
で
は
、
句

の
背
景

と
し
て
不
可
欠

の

「
冬
の
田
」

の
要
素
を
前
文

に
文
章
化
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

モ
チ
ー
フ
の
統

一
が
で
き

た
と

い
っ
て
は
強
弁
に
す
ぎ
よ
う
か
。

前
の
二
句
と
異

っ
て
文
章

の
中

に
句
を
入
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

一
句
想
中

に
存
し
た
二
元
的
な
契
機
を
統

一
で
き

た
例
で
あ
る
。

芭
蕉
は
、

「
笈

の
小
文
」

の
冒
頭
に
、
道

の
記

の
あ
る
べ
き
姿
を
記

し
て
お



り
、
ま
た
、

「笈

の
小
文
」
と
平
行
し
て
、
短
い
文
章

に
句
を
附
し
た
も
の
を

い
く

つ
も
残
し
て
い
る
。
そ

の
序

(砂
石
子
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
道

の
記
は
、

「
道
す
が
ら
の
小

記
を
集

て
」

、
こ
の
名
を
附
し
た
も
の
で
あ

る
。
宮
本
三
郎

氏
は
、

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」

の
場
合

に
比
し
て
、
文

章
が
発
句
と
並
ん
で
同
量

註
14

の
重
量
感
を
も

つ
に
至

っ
て
い
る
と

い
わ
れ

る
が
、
芭
蕉
は
お
そ
ら
く
、
句

の

配
置
や
句
と
文
章

の
関
係
な
ど
に

つ
い
て
も
腐
心
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る

。
発
句

の
蘭
か
ら
う

か
が

っ
て
も
以
上
の
よ
う
な
芭
蕉

の
心
遣

い
が
読

み
と
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

註

①
岩
波
文

庫

「
去
来
抄

三
冊
子
旅
寝
論
」
32
P

②
同
右
11
P

③
同
右

06
P

④
其
角

全
集

48
P

⑤
俳
書
大
系

『蕉

門
俳
譜
後
集
」
3
P

⑥
早
く

『芭
蕉
句
選
年

考
』

(石
河
積
翠
)

に

「
日
は
花

に
は
ち
と
む

つ

か
し
く
風
骨
ひ
く
け
れ

ば
最
初

の
吟
な
る
べ
し
、
後

に
淋
し

や
花

の
あ

た
り
と
調
練
し
て
幽

玄
に
風
骨
高
し
」
と
見
え
る
、
新

し
い
評
釈
書
も

『芭
蕉
講

座
』
発

句

篇

中
22
P
、
一
時
間
文
庫

『芭

蕉
』

17
P
、
角
川

古
典
鑑
賞
講
座

『芭

蕉
』
52
P
、
な
ど
同
意
見
で
あ
る
。

⑦
国
語
国
文
学
研
究
論
考
と
資
料

(名
古
屋
国
語
国
文
学
会
)
第
十
輯
、

「如
行

子
」
蘇
刻
解
説

(山

本
平

一
郎
)

⑧

『
俳
文
学

考
説
64
P
、
同
書
所
収
「
知
足
斎
日

々
記
抄
」
附
録
56
i
58
P

⑨
日
本
古
典
全
書

『
芭
蕉

句
集
」
頭
註
78
P
、

『
国
学
者
伝
記
集
成
』
に

よ
れ
ば
、
竜
熈
近
、
通
称
伝
右
衛

門
、
道
且
、
尚

舎
と
号
し
、

「
伊
勢

ノ
人

、
京

二
講
説

シ
、
神
道

ヲ
唱

フ
」
と
あ
る
。
元
禄

六
年
没
、
七
十

八
才
。

⑩

『
岨
の
古
畑
』

(
梅
員
撰

、
元
禄
十

六
年
刊
)
に
真
蹟
に
よ

っ
た

「
い

も

た
ね
や
花

の
盛
に
売

あ
り
く
」

の
句
形

で
出

る
。
ま
た

『
赤
冊
子
草

稿
』

に
、

『
己
が
光
』

の

「花

の
さ
か
り
に
」
は
、

「
を
」

が
正
し

い

と
す
る
よ
う

に
、
正
し
い
句

形
は
定

め
が
た

い
。

　『徒

然
草
野
槌
』
上
之
五
、
(
国
文
註
釈
全
書
76
P
)
に

「
編
年

通
編
」

な
ど
を
引
用
紹
介
し

て
い
る

。

ル
ヤ

レ

ヌ

　『徒
然
草
直
解
』
に
、
「
荘
子

知
北

遊
子
知
道
乎
無
窮
日
吾

不
知
是

「

レ

段

之
心
」
と
頭
註
す

る
。

惟

中
は
、
盛
親
僧
都
を
こ
の
篇
中

に
見
え
る
無
為
謂
に
擬
し

て
そ
の
、

道

に
達

し
た
人

で
あ

る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
古
典
文
学
大
系

「芭
蕉
文
集
」
解
説
16
P


