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ご
挨
拶

　

芭
蕉
翁
生
誕
三
八
〇
年
を
記
念
し
て
、
伊
賀
市
の
二
施
設
、
芭
蕉
翁
記
念

館
と
伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青
山
讃
頌
舎
に
よ
る
連
携
展
示
を
開
催
し
ま
す
。

　

芭
蕉
の
俳
句
と
画
家
穐
月
明
に
よ
る
現
代
絵
画
を
あ
わ
せ
て
鑑
賞
す
る
こ

と
で
、
お
互
い
の
魅
力
を
高
め
あ
う
こ
と
を
目
的
に
、
新
し
い
展
示
の
方
法

を
試
み
ま
し
た
。

　

芭
蕉
翁
記
念
館
で
は
、
芭
蕉
の
真
筆
を
含
む
作
品
と
あ
わ
せ
て
、
穐
月
明

作
品
を
パ
ネ
ル
展
示
し
、
絵
画
と
文
学
の
響
き
合
い
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け

ま
す
。
ま
た
、
伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青
山
讃
頌
舎
で
は
、
穐
月
明
作
品

と
あ
わ
せ
て
、
芭
蕉
の
俳
句
を
紹
介
し
鑑
賞
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

今
回
展
示
す
る
俳
句
や
絵
画
は
、
関
連
す
る
も
の
と
し
て
創
作
さ
れ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
異
な
る
人
物
、
異
な
る
時
代
に
生
ま
れ
た
作
品
を

あ
わ
せ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

青
山
に
お
け
る
企
画
展
で
は
「
花
」「
生
き
物
」「
月
」
を
テ
ー
マ
に
し
た

俳
句
や
絵
画
作
品
を
四
季
の
順
に
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、最
後
に
は
、

芭
蕉
の
代
表
作
『
奥
の
細
道
』
を
テ
ー
マ
に
構
成
し
ま
し
た
。

　

伊
賀
市
が
誇
る
芭
蕉
と
穐
月
明
作
品
の
世
界
観
を
二
施
設
の
特
徴
を
活
か

し
て
鑑
賞
し
て
い
た
だ
け
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
合
同
企
画
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
多
く

の
方
々
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

二
〇
二
四
年
一
月

芭
蕉
翁
記
念
館

伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青
山
讃
頌
舎

凡
例

・ 

本
図
録
は
、
芭
蕉
翁
生
誕
三
八
〇
年
を
記
念
し
、
伊
賀
市
の
二
施
設
、
芭
蕉
翁
記
念
館
と
伊
賀
市
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム 

青
山
讃
頌
舎
に
よ
る
合
同
企
画
展
の
展
示
解
説
図
録
で
あ
る
。
た
だ
し
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料

は
展
示
作
品
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
ま
た
、
各
施
設
に
お
い
て
展
示
さ
れ
て
い
な
い
作
品
も
あ
る
。

・ 

当
企
画
展
は
、
芭
蕉
翁
記
念
館
学
芸
員
髙
井
悠
子
と
伊
賀
市
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

青
山
讃
頌
舎
学
芸
員
穐
月
大

介
が
企
画
し
、
図
録
の
編
集
も
行
っ
た
。

・ 

芭
蕉
の
時
代
に
は「
俳
句
」と
い
う
言
葉
は
使
用
さ
れ
な
い
が
、わ
か
り
や
す
さ
を
優
先
し
全
体
と
し
て「
俳

句
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

・ 

俳
句
の
本
文
や
解
説
文
は
、
展
示
作
品
に
拠
り
つ
つ
、
適
宜
読
み
や
す
い
よ
う
に
表
記
を
改
め
た
。

松
尾
芭
蕉　

四
時
を
友
と
す

　

松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
～
一
六
九
四
）
は
、
現
在
の
伊
賀
市
で
生
ま
れ
育
ち
、
全
国
を

旅
し
て
俳
句
を
作
っ
た
詩
人
で
す
。
ふ
る
さ
と
伊
賀
に
は
家
族
や
門
人
が
い
て
、
芭
蕉
は

生
涯
伊
賀
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

芭
蕉
が
残
し
た
言
葉
は
た
く
さ
ん
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
「
四
時

を
友
と
す
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
の
紀
行
文
『
笈
の
小
文
』
の
冒
頭
に
書
か

れ
る
文
章
の
な
か
で
、「
四
時
」
つ
ま
り
、
四
季
に
親
し
ん
で
俳
句
を
作
る
の
が
よ
い
、
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

穐
月
明　

四
季
を
愛
し
た
画
家

　

穐
月
明
（
一
九
二
九
〜
二
〇
一
七
）
が
育
っ
た
故
郷
は
山
と
海
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か

な
と
こ
ろ
で
し
た
。
文
人
に
憧
れ
水
墨
画
を
始
め
自
分
の
画
室
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
と
、

無
為
自
然
な
生
き
方
を
求
め
伊
賀
に
移
り
住
み
ま
し
た
。
そ
し
て
現
役
最
後
と
な
っ
た
個

展
「
流
水
頌
歌
」
の
挨
拶
文
の
中
で
、

四
季
の
中
の
山
と
、
川
の
流
れ
と
、
海
。
其そ

こ処
に
生
き
る
様
々
な
も
の
、
本
当
に
美
し
い
。

そ
れ
を
賛た

た

え
る
水す

い
ぼ
く墨

画
を
共
感
し
て
観
て
下
さ
れ
ば
幸こ

う
じ
ん甚

で
す
。

と
語
っ
て
い
る
通
り
四
季
を
通
じ
て
花
や
風
景
を
た
く
さ
ん
描
き
残
し
ま
し
た
。

　

絵
の
讃
に
好
ん
で
引
用
し
た
和
歌
の
一
つ
に
道
元
禅
師
の
「
春
は
花
、
夏
ほ
と
と
ぎ
す
、

秋
は
月
、
冬
雪
さ
え
て
、
冷す

ず

し
か
り
け
り
」
が
あ
り
ま
す
。
作
者
の
自
然
に
対
す
る
姿
勢

を
表
し
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

穐月明作　
四季流水貼雑屏風



第
一
章　

花
を
愛
で
る

木こ

の
も
と
に
汁
も
な
ま
す
も
桜
哉

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）、
四
十
七
歳
の
時
帰
郷
し
た
芭
蕉
が
、
伊
賀
の
門
人

に
花
見
に
招
か
れ
て
詠
ん
だ
句
。
芭
蕉
の
晩
年
の
境
地
「
か
る
み
」
を
表
し

た
句
と
し
て
も
有
名
で
す
。
花
見
の
ご
馳
走
に
桜
の
花
び
ら
が
降
り
積
も
り

ま
す
。

芭
蕉
筆
「
木
の
も
と
に
」
発
句
短
冊

桜
の
下
、
雀
が
蝶
を
捕
ま
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
雀
も
鷹
に
捉

え
ら
れ
、
桜
も
や
が
て
散
り
ま
す
。

全
て
は
移
り
変
わ
り
ま
す
が
、
そ
れ

故
に
世
界
は
美
し
い
の
で
す
。

穐
月
明
作　

桜
雀

4 第１章　花を愛でる 3第１章　花を愛でる



56 第１章　花を愛でる 第１章　花を愛でる

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
芭
蕉
が

四
十
八
歳
の
と
き
の
句
。
梅
の
花

が
咲
き
誇
る
ふ
る
さ
と
伊
賀
の
穏

や
か
な
新
春
の
景
色
を
詠
ん
で
い

ま
す
。「
ま
ん
ざ
い
」
と
は
、
年

の
は
じ
め
に
繁
栄
を
祝
っ
て
家
々

を
踊
っ
て
ま
わ
る
人
々
の
こ
と
で

す
。
山
里
な
の
で
訪
れ
が
遅
く

な
っ
た
よ
う
で
す
。

梅
は
春
を
告
げ
る
花
。
渓
流
を
覆
い
尽
く
す
紅
梅
の
絵
か
ら
は
、

清
ら
か
な
梅
の
香
り
が
あ
ふ
れ
て
き
そ
う
で
す
。

庭
の
桜
を
見
に
出
て
き
た
お
じ
い
さ
ん
に

お
ば
あ
さ
ん
が
何
か
声
を
か
け
て
い
ま
す
。

平
和
な
よ
き
日
で
す
。

山
里
は

万ま
ん
ざ
い歳

お
そ
し

梅
の
花

初
桜

折
り
し
も
け
ふ
は

能よ
き

日
な
り

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
芭
蕉
が
四
十
五
歳
の
と
き
の

句
。
ふ
る
さ
と
伊
賀
の
句
会
の
席
で
詠
ま
れ
ま
し
た
。

待
ち
に
待
っ
た
桜
の
花
が
咲
い
た
よ
ろ
こ
び
と
、
そ
の

日
に
句
会
を
催
す
こ
と
が
で
き
た
お
祝
い
の
気
持
ち
を

表
し
て
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

渓
流
梅
花

穐
月
明
作　

山
家
春
景



78 第１章　花を愛でる 第１章　花を愛でる

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）、
芭
蕉
が
五
十
一
歳
の

と
き
に
、
門
人
の
新
築
祝
い
と
し
て
贈
っ
た
句
。

牡
丹
の
蜜
を
、「
露
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
ま
す
。

新
し
い
家
の
お
か
げ
で
露
に
濡
れ
ず
に
安
心
し
て

過
ご
せ
ま
す
ね
、
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
句
は
、

も
と
も
と
牡
丹
の
絵
に
添
え
て
贈
ら
れ
ま
し
た
。

寒
か
ら
ぬ

露
や
牡
丹
の

花
の
蜜

元
禄
四
年
九
月
二
十
三
日
付
芭
蕉
筆

中
尾
源
左
衛
門
・
浜
市
右
衛
門
宛
書
簡

芭
蕉
が
近
江
の
義
仲
寺
の
庵
か
ら
、
伊

賀
の
人
々
へ
送
っ
た
手
紙
。
珍
し
い
牡

丹
の
品
種
の
調
達
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
た
め
「
牡
丹
の
た
よ
り
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

牡
丹
は
夏
を
彩
る
百
花
の
王
。
風
格
あ
る
紅
白
の

牡
丹
に
黒
い
蝶
が
遊
び
に
き
て
い
ま
す
。

蝶
は
そ
の
場
に
気
品
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
親

し
み
も
感
じ
さ
せ
ま
す
。

穐
月
明
作　

冨
貴
花
（
牡
丹
）

穐
月
明
作　

蝶
と
紅
白
牡
丹

芭
蕉
筆
「
牡
丹
の
た
よ
り
」



910 第１章　花を愛でる 第１章　花を愛でる

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）、
芭
蕉
が
五
十
一

歳
の
旅
立
ち
に
、
江
戸
の
人
々
と
の
別
れ

の
席
で
詠
ん
だ
句
。
母お

も
や屋

か
ら
離
れ
た
静

か
な
座
敷
か
ら
、
薮
を
そ
の
ま
ま
庭
に
し

た
さ
さ
や
か
な
庭
の
紫
陽
花
を
愛
で
て
い

ま
す
。

紫あ

じ

さ

い

陽
草
や

藪
を
小
庭
の

別べ

つ

ざ

し

き

座
敷

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）、
芭
蕉
が
四
十
六
歳

の
と
き
に
、「
奥
の
細
道
」
の
旅
の
途
中
で
詠

ん
だ
句
。
山
中
温
泉
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
そ
の

温
泉
の
香
り
の
よ
さ
を
句
に
詠
み
ま
し
た
。
長

寿
の
薬
と
い
わ
れ
る
菊
を
手た

お折
る
ま
で
も
な
い

と
ほ
め
て
い
ま
す
。
こ
の
温
泉
の
宿
の
主
人
が

幼
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
菊
慈
童
」
を
想
像
し
た

よ
う
で
す
。

山
中
や

菊
は
た
お
ら
ぬ

湯
の
匂

金
魚
の
泳
ぐ
団
子
鉢
が
雑
草
の

生
え
た
庭
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

紫
陽
花
が
咲
く
、
さ
さ
や
か
で

静
か
な
庭
の
家
の
玄
関
先
に
は
、

こ
ん
な
金
魚
鉢
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

讃
　

不
除
庭
草
留
生
気 

　

愛
養
盆
魚
知
化
機

庭
草
を
除
か
ず
生
気
を
と
ど
め　

盆
魚
を
愛
養
し
天
地
の
働
き
を

知
る

か
わ
い
ら
し
い
菊
慈
童
に
、
ほ

ほ
え
ま
し
い
気
持
ち
に
な
り
寿

命
が
伸
び
そ
う
で
す
。

讃
（
現
代
語
訳
）

『
風
俗
通
』※

曰
く
南
陽
郡
の
酈
県

に
は
甘
谷
が
あ
り
、
そ
の
谷
の

水
は
甘
い
と
い
う
。
そ
の
山
の

上
に
は
大
き
な
菊
の
花
が
あ
り
、

谷
に
水
が
流
れ
る
時
に
そ
の
菊

の
エ
キ
ス
が
流
れ
込
む
。
そ
の

谷
に
住
み
谷
の
水
を
飲
ん
で
い

る
三
十
余
の
家
で
は
、
長
生
き

の
者
は
百
二
十
か
ら
百
三
十
歳
、

普
通
で
も
百
歳
も
の
寿
命
と

な
っ
て
お
り
、
七
十
歳
・
八
十

歳
で
死
ん
だ
者
は
早
死
に
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

※
『
風
俗
通
』
／
後
漢
末
の
応
劭
の
著
作
。

さ
ま
ざ
ま
な
制
度
、
習
俗
、
伝
説
、
民
間

信
仰
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
書
物

穐
月
明
作

鉢
中
の
天
・
月
光
金
魚

穐
月
明
作　

菊
慈
童



11第１章　花を愛でる

水
仙
や

し
ろ
き
障
子
の

と
も
う
つ
り

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）、
芭
蕉
が
四
十
八
歳

の
と
き
、
熱
田
を
訪
れ
た
際
の
句
。
泊
ま
っ
た

宿
の
障
子
の
白
さ
と
水
仙
の
白
さ
が
響
き
合
っ

て
い
ま
す
。

水
仙
は
、
寒
い
な
か
凛
と
咲
く
姿
と
、
香
が
好

ま
れ
ま
す
。
部
屋
に
そ
っ
と
飾
ら
れ
た
水
仙
か

ら
は
そ
の
芯
の
あ
る
強
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

穐
月
明
作　

水
仙

穐
月
明
作　

十
二
支

第
二
章　

生
き
物
と
遊
ぶ

12 第２章　生き物と遊ぶ
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古
池
や

蛙か
わ
ず

飛
こ
む

水
の
音

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）、
芭
蕉
が
四
十
三
歳
の
と
き
の

句
。
芭
蕉
の
代
表
作
と
し
て
有
名
で
す
。
江
戸
の
人
々
と

「
蛙

か
わ
ず
あ
わ
せ

合
」
と
い
う
蛙
の
句
を
比
べ
合
っ
た
句
会
で
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

水
に
浮
い
て
脱
力
し
た
蛙
は
、
可
愛
く
優
雅
で

す
ら
あ
り
ま
す
。
あ
る
が
ま
ま
の
生
き
物
の
姿

を
愛
し
た
画
家
穐
月
明
の
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。

穐
月
明
作　

蛙

我
た
め
か
鶴
は
み
の
こ
す
芹せ

り

の
飯

雪
の
な
か
朝
日
に
舞
う
鶴
を
描
い
た
縁
起
の
よ
い
作
品
で
す
。

こ
こ
ろ
な
し
か
、
鶴
の
足
取
り
も
軽
そ
う
で
す
。

芭
蕉
が
四
十
代
の
こ
ろ
の
句
。「
鶴
が
私
の
た
め
に
野
の
芹
を
残
し
て
く
れ
た
の
か
」

と
詠
ん
で
春
の
七
草
の
一
つ
で
あ
る
芹
を
炊
き
込
ん
だ
飯
を
食
べ
た
喜
び
を
表
し

て
い
ま
す
。
隠い

ん
い
つ逸

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
鶴
は
杜
甫
の
漢
詩
に
も
あ
る
よ
う
に
、
芹

を
好
ん
で
食
べ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

旭
日
鶴
舞
図
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年
々
や
猿
に
着
せ
た
る
猿
の
面

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）、
芭
蕉
が
五
十
歳
の
と
き
の
句
。

新
年
の
猿
回
し
で
、
猿
が
猿
の
面
を
付
け
て
お
ど
る
様
子
を

詠
ん
で
い
ま
す
。
毎
年
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
人
間
の
愚
か

さ
に
も
思
い
を
馳
せ
た
句
で
す
。

桜
の
木
に
座
る
猿
。
枝
を
つ
か
み
他
の
枝
に
移

り
飛
ぼ
う
と
し
、
ふ
と
下
の
ほ
う
を
見
て
や
め

た
よ
う
で
す
。
何
を
み
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

穐
月
明
作　

桜
花
弧
猿
図

穐
月
明
作　

梅
牛
図

此こ
の

梅
に

牛
も
初
音
と

鳴な
き

つ
べ
し

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）、
芭
蕉
が
三
十
三
歳

の
と
き
の
句
。
梅
と
い
え
ば
鴬
で
す
が
、
こ
こ

で
は
天
神
に
縁
の
あ
る
牛
が
詠
ま
れ
て
い
ま

す
。
春
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
鴬
だ
け
で
な

く
牛
ま
で
春
を
寿
い
で
い
る
よ
う
で
す
。

黒
牛
の
存
在
感
が
際
立
ち
ま
す
。
そ

の
表
情
は
お
だ
や
か
で
、
紅
梅
の
枝

と
あ
わ
せ
の
ど
か
な
春
の
雰
囲
気
が

満
ち
て
い
ま
す
。
口
元
を
見
る
と
ど

う
や
ら
牛
は
鳴
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
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雀す
ず
め
ご子

と

声
鳴
か
は
す

鼠
の
巣

い
つ
詠
ん
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

身
近
な
小
さ
な
生
き
物
を
詠
ん
だ
句

で
す
。
雀
の
雛
の
声
に
応
え
る
よ
う

に
鼠
の
鳴
き
声
が
す
る
、
の
ど
か
な

春
の
風
景
を
句
に
し
て
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

風
雀
図

山
は
猫

ね
ぶ
り
て
い
く
や

雪
の
ひ
ま

芭
蕉
が
三
十
代
の
こ
ろ
の
句
。
春
先
、
雪
が
溶
け

始
め
て
、
ま
だ
ら
に
な
っ
て
い
る
様
子
を
詠
ん
で

い
ま
す
。
猫
が
体
を
舐
め
る
よ
う
に
、
山
も
自
身

を
舐
め
て
雪
を
溶
か
し
た
の
か
と
想
像
し
て
い
ま

す
。
こ
の
山
の
名
前
は
「
猫
山
」
で
し
た
。

身
近
な
猫
の
く
つ
ろ
い
だ

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

新
た
な
命
が
育
ま
れ
る
あ

た
た
か
な
春
の
日
が
想
像

さ
れ
ま
す
。

た
よ
り
な
げ
な
雑
草
が
風
に
揺
ら
れ
、

雀
も
風
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
飛
ん
で
い

き
ま
す
。
小
さ
な
体
で
強
い
風
を
味
方

に
つ
け
て
飛
ぶ
雀
が
健
気
で
す
。 穐

月
明
作　

母
子
猫
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か
た
つ
ぶ
り

角つ
の

ふ
り
わ
け
よ

須
磨
明
石

貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）、
芭
蕉
が
四
十
五
歳
の

と
き
、「
笈お

い

の
小こ

ぶ
み文

」
の
旅
の
途
中
で
、
須
磨
・

明
石
を
訪
れ
た
際
の
句
。こ
の
地
は『
源
氏
物
語
』

に
「
明
石
の
浦
は
た
だ
這
ひ
渡
る
ほ
ど
な
れ
ば
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
カ
タ
ツ
ム
リ
を
連
想
し
た
よ

う
で
す
。

海
に
突
き
出
た
岩
の
上
に
鵜
が
一

羽
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
穏
や
か
な

夏
の
海
で
す
。
砂
浜
の
彼
方
に
は

う
っ
す
ら
と
半
島
が
見
え
ま
す
。

須
磨
・
明
石
は
光
源
氏
流
謫
の
地
。

や
や
曇
り
が
ち
な
空
は
そ
の
心
情

を
写
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

ね
こ
じ
ゃ
ら
し（
狗
尾
草
）
の
下

の
沢
蟹
の
丸
い
甲
羅
が
印
象
的

で
す
。
流
れ
の
な
い
鉢
の
中
で

沢
蟹
も
の
ん
び
り
し
て
い
ま
す
。

さ
ざ
れ
蟹

足
は
ひ
の
ぼ
る

清
水
哉

芭
蕉
四
十
代
の
こ
ろ
の
句
。
さ
ざ
れ
蟹
は
小
さ

な
沢
蟹
。
涼
む
た
め
に
清
水
に
足
を
浸
し
て
い

る
と
、
沢
蟹
が
の
ぼ
っ
て
き
た
、
と
詠
ん
で
い

ま
す
。
夏
の
旅
の
涼
し
気
な
ひ
と
と
き
が
想
像

さ
れ
ま
す
。

穐
月
明
作　

渚

穐
月
明
作　

鉢
中
の
天
・
カ
ニ
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枯
枝
に

烏
の
と
ま
り
た
る
や

秋
の
暮

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）、
芭
蕉
が
三
十
七
歳
ご
ろ
の
句
で
、

芭
蕉
自
身
が
絵
を
添
え
た
作
品
が
あ
り
ま
す
。
句
の
表
現
や

解
釈
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
秋
の
物

寂
し
さ
を
表
し
た
句
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

び
い
と
啼な

く

尻し
り
ご
え声

か
な
し

夜
の
鹿

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）、
芭
蕉
が
五
十
一
歳
の
と
き
、

奈
良
の
猿
沢
の
池
の
ほ
と
り
で
詠
ん
だ
句
で
す
。

鹿
は
秋
の
季
語
。
秋
の
夜
に
響
き
わ
た
る
つ
ま
恋
の
声

が
悲
し
気
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
や
俳
句
に
詠
ま
れ

て
き
ま
し
た
。

穐
月
明
作　

烏
と
湖

穐
月
明
作　

鹿
御
堂

湖
畔
の
松
に
一
羽
の
烏
が
と
ま
っ
て
い

ま
す
。
さ
ざ
波
の
向
こ
う
の
靄も

や

が
か
か

る
島
を
見
つ
め
、
寒
そ
う
に
身
を
す
く

め
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。

奈
良
興
福
寺
の
北
円
堂
で
し
ょ
う
か
。

牡
鹿
と
雌
鹿
が
お
堂
の
仏
さ
ま
に
見
守
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
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白し
ろ
ず
み炭

や

彼
の
う
ら
島
が

老お
い

の
箱

芭
蕉
が
若
い
時
の
句
。
白
炭
は
冬
の
季
語
で
、

椿
や
躑
躅
な
ど
の
小
枝
を
焼
い
て
、
白
炭
に

し
た
も
の
で
、
茶
の
湯
の
席
で
よ
ろ
こ
ば
れ

ま
し
た
。
芭
蕉
は
白
い
炭
か
ら
、
玉
手
箱
を

あ
け
て
白
髪
に
な
っ
た
浦
島
太
郎
を
連
想
し

た
よ
う
で
す
。

浦
島
太
郎
が
玉
手
箱
を
開
け
、

そ
の
煙
の
先
に
は
亀
が
竜
宮
城

に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
浦
島
太

郎
の
視
線
は
そ
の
亀
を
追
い
す

が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
海
の

彼
方
に
消
え
去
る
亀
が
人
間
と

の
距
離
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う

で
す
。

枯
れ
木
の
上
を
鷹
が
旋
回
し
て
い
ま
す
。

静
ま
り
返
っ
た
冬
、
寒
空
を
孤
高
に
飛

ぶ
鷹
に
生
命
力
を
感
じ
ま
す
。

鷹
一
つ
見み

つ

け付
て
う
れ
し
い
ら
ご
崎

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）、
芭
蕉
が
四
十
四
歳
の
と
き
、
渥
美
半
島
の
先
に
あ
る
伊
良
湖
崎
に

門
人
の
杜と

こ
く国

を
訪
ね
た
際
の
句
。
荒
涼
と
し
た
海
上
に
一
羽
飛
ぶ
鷹
の
姿
に
杜
国
の
姿
を
重

ね
、
再
会
で
き
た
喜
び
を
表
し
て
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

邁ゆ

く
鷹

穐
月
明
作　

浦
島
の
子
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草
枕

犬
も
時し

ぐ

る雨
る
か

夜
の
声貞

享
元
年
（
一
六
八
四
）、
芭
蕉
が

四
十
一
歳
の
と
き
、「
野
ざ
ら
し
紀

行
」
の
旅
で
名
古
屋
を
訪
れ
た
際

の
句
。
時
雨
は
初
冬
に
降
る
に
わ

か
雨
の
こ
と
で
、
芭
蕉
が
特
に
大

切
に
し
た
景
色
で
す
。
旅
人
の
芭

蕉
と
同
じ
く
、
犬
も
時
雨
を
浴
び

て
い
る
の
か
、
と
旅
の
趣
を
味
わ
っ

て
い
ま
す
。

雨
の
中
、
村
の
道
を
２
匹
の
犬

が
ト
ボ
ト
ボ
と
歩
い
て
い
ま
す
。

空
は
い
ま
に
も
時
雨
が
あ
が
り

そ
う
な
明
る
さ
。
冬
の
冷
た
い

雨
を
描
き
な
が
ら
、
絵
か
ら
は

あ
た
た
か
な
世
界
観
が
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）、
芭
蕉
が
四
十
六
歳
の

と
き
、「
奥
の
細
道
」
の
旅
を
終
え
、
伊
賀
へ
帰
っ

て
く
る
際
に
詠
ん
だ
句
。
旅
に
情
趣
を
添
え
る

初
時
雨
の
な
か
、
猿
も
小
蓑
を
着
て
旅
を
し
た

い
の
だ
ろ
う
か
、
と
猿
を
風
雅
を
愛
す
る
同
志

と
し
て
見
つ
め
て
い
ま
す
。

十
二
支
色
紙
の
１
枚
で
す
。

猿
が
縁
起
の
良
い
桃
を
持
っ
て
迎
え
て

く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

初
し
ぐ
れ

猿
も
小こ

み

の蓑
を

ほ
し
げ
な
り

穐
月
明
作　

雨
の
村
落

穐
月
明
作　

十
二
支
・
申



手
を
う
て
ば
木こ

だ
ま魂

に
明
る
夏
の
月

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）、
芭
蕉
が
四
十
八
歳
の
と
き
、
嵯
峨
嵐
山
で
過
ご
し
た
際
に
詠
ん
だ
句
。

明
け
方
の
月
を
待
ち
、柏
手
を
打
つ
と
同
時
に
夜
が
明
け
て
い
く
情
景
が
詠
ま
れ
ま
す
。
夏
の
月
は
、

夜
が
短
い
た
め
美
し
さ
が
十
分
楽
し
め
な
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
ま
し
た
。

花
の
顔
に

晴
れ
う
て
し
て
や

朧
月芭

蕉
が
若
い
と
き
の
句
。「
晴
う
て
」
と
は
晴
れ
や
か

さ
に
気
後
れ
す
る
こ
と
で
す
。
桜
の
花
を
美
女
に
た

と
え
、
月
が
桜
に
気
後
れ
し
て
朧
に
霞
ん
で
い
る
、

と
春
の
月
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

月
明
遊
亀

穐
月
明
作　

月
夜
鎮
守
社

第
三
章　

月
を
仰
ぐ

28 第３章　月を仰ぐ 27第３章　月を仰ぐ
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名
月
や

池
を
め
ぐ
り
て

夜
も
す
が
ら

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）、
芭
蕉
が
四
十
三
歳

の
と
き
の
句
。
深
川
の
芭
蕉
庵
で
、
月
を
見
な

が
ら
池
を
め
ぐ
っ
て
い
る
う
ち
に
夜
通
し
過
ご

し
て
し
ま
っ
た
と
、
池
に
映
っ
た
月
を
愛
で
て

い
ま
す
。
絵
で
は
池
に
映
っ
た
月
を
水
鳥
が
崩

し
て
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

月
の
池

寺
に
寝
て

ま
こ
と
顔
な
る

月
見
哉

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）、
芭
蕉
が
四
十
四

歳
の
と
き
、「
鹿
島
詣
」
の
旅
で
根
本
寺
を

訪
れ
た
際
の
句
。
鹿
島
で
中
秋
の
名
月
を

愛
で
る
た
め
に
企
画
し
た
旅
で
、
敬
虔
な

気
持
ち
で
明
る
く
澄
ん
だ
月
を
仰
い
で
い

ま
す
。
月
は
秋
の
季
語
。
古
来
、
和
歌
に

お
い
て
も
、
俳
句
に
お
い
て
も
、
春
の
桜

と
と
も
に
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

穐
月
明
作　

清
光
鐘
声
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穐
月
明
作　

月
光

第
四
章　

穐
月
明
作
品
で
た
ど
る
「
奥
の
細
道
」

行
春
や

鳥
啼
魚
の

目
は
泪

月
白
き
師
走
は
子し

ろ路
が
寝
覚
哉

芭
蕉
四
十
代
の
こ
ろ
の
句
。
厳
寒
の
澄
み
切
っ
た
冬
の
空
に
浮
か
ぶ
十
二
月
の

白
々
と
さ
え
た
月
の
清
ら
か
さ
を
、
孔
子
の
門
弟
で
あ
る
子
路
の
高
潔
さ
に
な

ぞ
ら
え
て
い
ま
す
。
月
の
白
さ
と
「
子し

ろ路
」
の
音
も
響
き
合
っ
て
い
ま
す
。

『
鼇ご

う
と
う頭

奥
之
細
道
』
挿
絵
よ
り

｜ 

旅
立
ち 

｜

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）、
芭
蕉
は
東
北
・

北
陸
地
方
を
巡
り
、
多
く
の
名
句
を
残

し
ま
し
た
。
五
年
後
に
『
奥
の
細
道
』

と
し
て
紀
行
文
に
ま
と
め
、
以
後
、
多

く
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
作
品
に
な
り
ま

し
た
。

32 第４章　穐月明作品でたどる「奥の細道」

島
々
や

千
々
に
く
だ
き
て

夏
の
海

｜ 

松
島 

｜
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穐
月
明
作　

山
家
鯉
の
ぼ
り

笈お
い

も
太た

ち刀
も

五さ
つ
き月

に
か
ざ
れ

紙か
み
の
ぼ
り幟

五
月
に
医
王
寺
を
訪
ね
、
源
義
経
や

弁
慶
の
笈
を
拝
ん
だ
と
き
の
句
。
五

月
五
日
の
端
午
の
節
句
に
あ
わ
せ
て

飾
っ
て
お
く
れ
と
、
歴
史
の
な
か
で

散
っ
て
い
っ
た
武
人
を
偲
ん
で
い
ま

す
。
芭
蕉
の
時
代
に
は
鯉
の
ぼ
り
は

な
く
、
紙
に
武
者
絵
な
ど
を
描
い
て

飾
っ
て
い
ま
し
た
。

風
流
の

初は
じ
めや

お
く
の

田
植
う
た

四
月
に
須
賀
川
を
訪
れ
、
現
地
の
風
景
を
詠

み
ま
し
た
。
初
め
て
聞
く
陸
奥
の
田
植
歌
に

趣
き
を
感
じ
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
東
北
地
方

の
旅
に
思
い
を
馳
せ
た
よ
う
で
す
。

信
州
か
も
っ
と
北
で
し
ょ
う
か
。
道
祖
神
の

立
つ
田
植
え
前
の
水
田
を
親
子
と
犬
が
楽
し

そ
う
に
歩
い
て
い
ま
す
。

穐
月
明
作　

夕
陽 

道
祖
神
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七
月
、
七
夕
の
こ
ろ
日
本
海
を
見
て
詠
ん
だ
句
。

こ
の
句
を
し
た
た
め
た
芭
蕉
自
筆
の
作
品
が
複
数

知
ら
れ
、
当
時
か
ら
人
々
に
愛
さ
れ
た
句
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
荒
々
し
い
日
本
海
と
そ

の
空
全
体
に
広
が
る
天
の
川
を
詠
み
こ
む
、
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

穐
月
明
が
地
名
を
タ
イ
ト
ル

に
入
れ
る
こ
と
は
稀
で
す
が
、

こ
の
絵
に
は
佐
渡
と
あ
り
ま

す
。
佐
渡
と
い
え
ば
荒
海
、

芭
蕉
の
句
が
頭
に
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

荒
海
や

佐
渡
に
よ
こ
た
う

天
河

穐
月
明
作　

波
濤
・
佐
渡
冬
図

穐
月
明
作　

山
寺
清
浄

五
月
に
立
石
寺
を
訪
れ
た
と
き
の
句
。『
奥
の
細
道
』
の
な
か
で
も
有
名
な
句
の
一
つ
。

蝉
の
鳴
き
声
が
山
寺
の
閑
さ
を
際
立
た
せ
て
い
ま
す
。

閑し
ず
か

さ
や
岩
に
し
み
入い

る

蝉
の
声
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穐
月
明
略
歴

昭
和
４
年 

和
歌
山
県
高
野
山
に
生
ま
れ
る

昭
和
８
年 

愛
媛
県
東
予
市
の
実
報
寺
で
少
年
時
代
を
過
ご
す

昭
和
28
年 

京
都
市
立
美
術
大
学
洋
画
科
（
現
京
都
市
立
芸
術
大
学
）
卒
業

昭
和
29
年 

京
都
醍
醐
寺
に
居
住
、
結
婚

昭
和
33
年 

京
都
市
立
美
術
大
学
日
本
画
専
攻
科
修
了

 

洋
画
と
日
本
画
の
基
礎
を
学
ぶ
。
卒
業
間
近
に
、中
国 

清
時
代
の

 

画
家
、金
冬
心
の
画
集
を
見
て
深
い
感
銘
を
受
け
、そ
れ
ま
で
学

 

ん
だ
画
法
か
ら
全
く
離
れ
て
独
習
に
よ
り
水
墨
画
の
道
に
入
る

 

以
来
、師
に
も
つ
か
ず
、い
か
な
る
流
派
に
も
属
さ
ず
、水
墨
表
現

 

を
独
習
、
作
品
発
表
は
も
っ
ぱ
ら
個
展
に
よ
る

昭
和
46
年 

第
１
回
山
種
美
術
館
賞
展
（
山
種
美
術
館
主
催
）「
鉢
中
の
天
」

 

入
選

昭
和
56
年 

現
在
の
伊
賀
市
阿
保
地
域
に
移
り
住
む

昭
和
63
年 

西
宮
市
大
谷
記
念
美
術
館
買
い
上
げ

平
成
１
年 

『
穐
月
明
水
墨
画
集
』（
京
都
書
院
）
刊
行
記
念
に
「
画
業
35
年

 

―
墨
彩
の
世
界
―
」展
を
池
袋
ア
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
於
い
て
開
催

平
成
２
年 

新
宿
伊
勢
丹
に
て
于
右
任
・
穐
月
明
「
書
と
画
」
二
人
展

 

大
阪
上
本
町
近
鉄
百
貨
店
に
於
い
て
〈
穐
月
明
水
墨
画
展
〉
開
催

平
成
４
年 

西
武
ア
ー
ト
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
於
い
て
〈
穐
月 

明
墨
彩
展
〉
開
催

 

等
々
、
全
国
で
個
展
多
数
開
催

平
成
10
年 

大
本
山
増
上
寺
（
東
京
都
芝
公
園
）
増
上
寺
会
館
「
格
天
井
画
」

 

作
成

平
成
28
年 

「
靑
山
讃
頌
舎 

美
術
館　

日
月
舎
」
開
館

平
成
29
年 

４
月
15
日
死
去

令
和
２
年 

６
月
３
日
伊
賀
市
立
の
公
共
施
設
と
し
て
伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

 

青
山
讃
頌
舎
を
開
館

芭
蕉
翁
生
誕
三
八
〇
年
記
念

芭
蕉
翁
記
念
館
・
伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青
山
讃
頌
舎

合
同
企
画
展
図
録
「
絵
が
先
か
、
俳
句
が
先
か
」

発
行
日

令
和
六
年
一
月
六
日

編
集

芭
蕉
翁
記
念
館
（
伊
賀
市
）

伊
賀
市 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
青
山
讃
頌
舎

デ
ザ
イ
ン

穐
月　

萌

発
行

公
益
財
団
法
人 

伊
賀
市
文
化
都
市
協
会

〒
五
一
八-

〇
八
〇
九

三
重
県
伊
賀
市
西
明
寺
三
二
四
〇
番
地
の
二

☎
〇
五
九
五-

二
二-

〇
五
一
一

印
刷

上
野
印
刷
（
株
）

四
季
流
水
貼
雑
屏
風

「
木
の
も
と
に
」
発
句
短
冊

桜
雀

渓
流
梅
花

山
家
春
景

「
牡
丹
の
た
よ
り
」

冨
貴
花

蝶
と
紅
白
牡
丹

鉢
中
の
天
・
月
光
金
魚

菊
慈
童

水
仙

十
二
支

旭
日
鶴
舞
図

蛙梅
牛
図

桜
花
弧
猿
図

母
子
猫

風
雀
図

渚鉢
中
の
天
・
カ
ニ

烏
と
湖

鹿
御
堂

浦
島
の
子

邁
く
鷹 

雨
の
村
落

十
二
支
・
申

月
明
遊
亀

月
夜
鎮
守
社

月
の
池

清
光
鐘
声

月
光

『
鼇
頭
奥
之
細
道
』

夕
陽 

道
祖
神

山
家
鯉
の
ぼ
り

山
寺
清
浄

波
濤
・
佐
渡
冬
図

茄
子
・
南
瓜 

穐
月
明

松
尾
芭
蕉

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

松
尾
芭
蕉

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

穐
月
明

1
・
2

3４５６７７８９10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

伊
賀
市

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
公
財
）
芭
蕉
翁
顕
彰
会

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

伊
賀
市

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
公
財
）
芭
蕉
翁
顕
彰
会

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

（
一
財
）
東
洋
文
化
資
料
館
靑
山
讃
頌
舎

作
品
名 

作
者 

所
蔵 

掲
載
頁

秋
涼
し

手て

ご

と毎
に
む
け
や

瓜う

り

な

す

び

茄
子

七
７
月
、
金
沢
を
訪
れ
た
と
き
の
句
。
人
々
の
も
て

な
し
と
し
て
出
さ
れ
た
瓜
や
茄
子
を
手
で
剝
き
食
べ

る
様
子
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
心
身
と
も
に
厳
し
い
旅

の
な
か
、
ほ
っ
と
す
る
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

穐
月
明
作　

茄
子
・
南
瓜
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