
毬

子
『野
ざ
ら
し
紀
行
』

か
ら

光

田

和

伸

1

芭
蕉
と
名

の
り
始
め
て
間

の
な
い
松

尾
桃
青

(
一
六
四
四
ー
九
四
)
が
、
貞

享
元
年

(
一
六
八
四
)
か
ら
翌
二
年

に
か
け
て
企

て
た
、
江
戸
か
ら
上
方
ま
で

の
往
復

の
旅
は
、
彼
自
身
の
手
に
な
る
旅

の
記
録

(『野
ざ
ら
し
紀
行
』)
に
よ

っ
て
、
広
く
知
ら
れ
る
。

こ
の
旅

の
途
中

で
、
彼

の
作
風
は
そ
れ
ま
で
の
佶
屈

な
談
林
末
期

の
調
子
を
次
第

に
脱
し
て
新
し
い
文
体

に
変
わ

っ
て
ゆ
く
。

い
わ

ゆ
る

「蕉
風

の
曙
」
と
呼
ば
れ
る
時
期

に
入
る
。

芭
蕉

の
こ
の
変
貌

の
き

っ
か
け
は
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
深
川
に
入
庵
し

て
後
、
た
ま
た
ま
近
く

の
臨
川
寺
に
九
年

に
渡
り
来
住
し
て
い
た
、
鹿
島
根
本

寺

の
仏
頂
禅
師

に
参
禅
し
た
こ
と
が
、

一
つ
の
契
機

に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
、

子

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
連

歌
は

「優
美
」
や

「あ
は
れ
」
を
特

毬

色
と
す
る
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
興

っ
た
俳

諧
は

「自
由
」
と

「
を
か
し
み
」
を

標
榜

し
た
。
二

つ
は
互

い
に
対
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
お
の
れ
の
分
を
確
か

め
て
い
る
。
そ
こ

へ
、
蕉
風
は
、
こ
の
対
立

を
超
え
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は

「自
由
」
で
あ
り
な
が
ら

「優
美
」

で
あ
り
、
「を
か
し
み
」
を
失
わ
ず

「あ
は

れ
」
な
の
で
あ

っ
た
。

和
解

の
余
地
な
し
と
見
え
る
対
立

の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
対
立
を
丸
ご
と

収

め
取

っ
て
、
し
か
も
そ
こ
に
対
立

の
あ

っ
た
気
配
さ
え
残
さ
な
い
。
私
は
禅

と
い
う
も

の
に
な
お
詳
し
く
な
い
け
れ
ど
も
、
形
式
論
理
で
矛
盾
と
見
え
て
い

た
も
の
の
上

に
、
禅
が
新
し
い
思
い
も
か
け
ぬ
櫛
目
を

つ
け
て
ゆ
く
こ
と
は
、

し
ば

し
ば
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
芭
蕉

の
中

で
起
こ

っ
た
、
連
歌

と
俳
諧
と
の

「
歴
史
的
和
解
」
の
た
め
に
、
彼

の
参
禅
経
験

の
果
た
し
た
役
割

は
、
な
る
ほ
ど
小
さ
く
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

深
川
の
芭
蕉
庵

か
ら
仏
頂
禅
師
の
臨
川
寺
ま
で
は
、
庵

の
前

の
小
名
木
川
に

か
か
る
万
年
橋
を
南
に
渡
り
、
川
に
沿

っ
て
東
に
二
町
半
進
ん
だ
の
ち
右
折
し
、
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小
路
を
二
町
ほ
ど
た
ど
る
と
左
手

の
寺

で
あ
る
。
徒
歩

で
数
分

の
距
離
。
折
に

ふ
れ
て
芭
蕉
が
禅
師

の
声

に
接
し
た
と
し

て
も
不
思
議

で
な
い
。
伝
承
の
な
か

に
は
、
次

の
よ
う
に
旦
ハ体
的
に
両
者

の
交
情
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。

む
か
し
翁
、
混
本
寺
の
仏
頂
和
尚

の
弟
子
と
成
り
し
時
、
折
々
ご
と
に

行
き
か
よ
ひ
、
勤
学
あ
り
し
に
、
仏
頂
は
、

か
た
の
ご
と
く
俳
諧
を
制
せ

ら
れ
し
に
、
或
る
時
、
近
里
に
時
斎
あ
り
て
、
仏
頂
、
翁
を
と
も
な
ひ
行

き
し
に
、
道
々
も
亦
俳
諧

の
こ
と
を
言
ひ
出
だ
さ
れ
し
に
、
翁

の
い
は
く
、

俳
諧
は
た
だ
今
日
の
事
、
目
前

の
事

に
て
候
、
と
申
さ
れ
し
か
ぽ
、
し
か

ら
ぽ
そ
こ
に
あ

る
木
槿
に
て

一
句
せ
よ
と
あ
り
し
時
、
即
吟
也
と
。

其
の
時

に
、
仏
頂

つ
ら

つ
ら
考

へ
て
曰
く
、
善
哉
々
々
、
俳
諧
も
か
か

る
深
意
あ
る
も
の
に
こ
そ
と
、
殊
に
感
ぜ
ら
れ
て
、
の
ち
は
制
し
給

は
ず

と
か
や
。
禅
意
に
叶

へ
る
と
こ
ろ
あ

り
と
見
ゆ
。

こ
れ
は
、
芭
蕉
の

「道

の
べ
の
木
槿
は
馬
に
く
は
れ
げ
り
」
に

つ
い
て
、
安

永
二
年

(
一
七
七
三
)
に
素
丸

(
一
七

一
三
-
九
五
)
の
刊
行
し
た

『芭
蕉
翁
発

句
解

説
叢
大
全
』

の
紹
介
す
る
伝
承
で
あ
る
。
実

は
右
の
句
も

『野
ざ
ら
し

紀
行
』
中
、
駿
河
で
の
作
で
あ
り
、
素
丸
も
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
、
こ
の
伝
承

を

一
応
は
疑

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
禅

の
影
響
を
感
じ
取

っ
た
後
人
が
、
か
よ
う

な

「伝
承
」
を
仮
構
し
た
も

の
か
も
し
れ

な
い
。

談
林
調
を
次
第

に
脱
し
て
蕉
風

に
移
行

す
る
。
そ
れ
は

『野
ざ
ら
し
紀
行
』

の
記
事
に
従
う
な
ら
、
紀
行

の
前
半
で
少
し
ず

つ
醸
成
さ
れ
、
吉
野
山
を
下
り

て
美
濃
路
を
歩
み
、
名
古
屋
に
入
る
こ
ろ
に
明
確

に
な
る
。
紀
行

の
本
文
に
つ

い
て
、
禅

の
影
響
を
旦
ハ体
的

に
こ
の
箇
所
と
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
細
か
く
見
て
ゆ
け
ば
、
明
ら
か
に
禅

の
影
響
と
考
え
る
ほ
か
な

い
作

意

は
、
『野
ざ
ら
し
紀
行
』
中

に
、
早
々
と
登
場
し
て
い
る
。

2富
士
川
の
ほ
と
り
を
行
く
に
、
三

つ
計
な
る
捨
子

の
哀
れ
げ
に
泣
く
有

り
。
こ
の
川

の
早
瀬
に
か
け
て
、
う
き
世
の
波
を
し
の
ぐ
に
た
え
ず
、

露
計
の
命
待

つ
ま
と
捨
て
置
き
け
む
、
小
萩
が
も
と
の
秋

の
風
、

こ
よ

ひ
や
ち
る
ら
ん
、
あ
す
や
し
ほ
れ
ん
と
、
袂
よ
り
喰
物
な
げ
て
と
を
る

に
、

猿
を
聞
く
人
捨
子
に
秋

の
風
い
か
に

い
か
に
そ
や
汝
、
ち
ぢ
に
悪
ま
れ
た
る
か
、
母
に
う
と
ま
れ
た
る
か
。

ち
ぢ
は
汝
を
悪
む
に
あ
ら
じ
、
母
は
汝
を
う
と
む
に
あ
ら
じ
。
唯
こ

れ
天
に
し
て
、
汝
が
性

の
つ
た
な
き
を
な
け
。

こ
こ
で
、
後
半

「
い
か
に
そ
や
」
以
降
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
疑

い

も
な
く
芭
蕉

の
現

の
境
涯
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
だ
少
年
で
あ

っ
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た
日
に
父
を
亡
く
し
た
。
慈
し
み
育
て
て
く
れ
た
母
は
、
昨
年
夏
、
故
郷
で
世

を
去

っ
て
い
る
。
こ
の
旅

の
目
的
の
半
ぼ

は
、
い
わ
ば
故
郷
に
お
け
る
母
の
不

在
を
確
認
し
に
行
く
こ
と
。
彼
も
ま
た
ひ
と
り
の

「捨
子
」

で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。さ

て
、
前
半
の
部
分

に
お
い
て
、
芭
蕉
が

「猿
を
聞
く
人
」
と
し
て
思

い
浮

か
べ
て
い
る
も
の
は
、
猿

の
声
に
旅
愁
を
感
じ
る
長

い
文
学
伝
統
を
紡
い
で
来

た
中
国
の
詩
人
で
あ
る
。
直
接
に
は
恐
ら
く
杜
甫
で
あ
り
、
そ
の
代
表
作

の
一

つ

「秋
興
八
首
」

の
第
二
に
、

猿
を
聴
い
て
実

に
下
す
三
声

の
涙

使
ひ
を
奉
じ
て
虚
し
く
随
ふ
八
月
の
槎

と
あ
る
を
踏
ま
、兄
る
と
、
既

に
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
刊

の

『増
註
桃
青
翁

句
彙
』
に
指
摘
す
る
。

一
方

「捨
子
に
秋

の
風
」
は
中
国
か
ら
見
れ
ば
東
海

の

辺
土
、
日
本

の
眼
前

の
景
。

巴
峡

の
暁
猿

は
他
国
な
れ
ぽ
聞
く
も
叶
は
ず

(中
略
)、
猿
を
聞
き

て
さ

へ
悲

し
む
人
、
此
の
捨
子
の
泣
声
を
あ
は
れ
ま
ざ
ら
ん
や
。

(素
丸

・
芭
蕉
翁
発
句
解
説
叢
大
全

・
一
七
七
三
刊
)

捨
子
の
秋
風
に
泣
く
と
暁

の
猿
声
と
断
腸

い
つ
れ
か
深
か
る
べ
き
。

(鴎
沙

・
蕉
翁
句
解
過
去
種

・
一
七
七
六
稿
)

捨
子

の
秋
風
に
泣
く
と
、
霜
夜

の
猿
と
其

の
悲
し
み
、
何
れ
か
腸
を
断

つ

べ
し
と
也
。

(信
胤

・
笈
の
底

・
一
七
九
五
稿
)

詩

つ
く
り
も
歌
よ
み
も
、
猿

の
声
ぼ
か
り
悲
し
き
限
り
は
な
し
と
い
へ
り
。

そ
の
人
々
に
此

の
捨
子

の
秋
風
に
泣
く
を
聞
か
せ
な
ぽ
、
い
ふ
言

の
葉
も

な
か
ら
ん
と
そ
。

(杜
哉

・
芭
蕉
翁
発
句
集
蒙
引

・
一
七
九
〇
頃
成
)

猿
を
聞
く
人
は

「猿
を
聞
て
実

に
下
る
三
声

の
泪
」
と
杜
子
美
が
秋
興

の

詩
に
も
作
り
し
ご
と
く
、
か
な
し
さ
上
も
な
し
。
其
の
悲
し
さ
と
捨
子
に

秋
風

の
吹

い
て
あ
る
か
な
し
さ
と
は
、
い
つ
れ
が

か
な
し
さ
ま
さ
る
と
、

問
ひ
つ
め
た
る
也
。
猿
と
人
間
と

一
ち
く
に
い
ふ
な
と
也
。

(何
丸

・
芭
蕉
翁
句
解
大
成

・
一
八
二
七
刊
)

毬 子

捨

子

の
秋

風

に

な

く

と

、

暁

の
猿

と

、

断

腸

い
つ

れ
が

深

か
ら

ん

と

な

り

。

(蓼

太

・
芭
蕉

句
解

・
一
七

五
九
刊

)

猿

の
叫

び

を

聞

く

さ

へ
か
な

し

き

に
、

ま

し

て
や

捨

子

に

あ

ら

く

あ

た

る

秋

風

の
寒

さ

、

身

に

ご

た

へ
て

か

な

し

、

い

か

に

せ

ん

と

な

ら

ん
。

(呑
吐

・
芭

蕉
句
解

・

一
七
六
九

稿
)

こ
う
し
て
、
江
戸
期

の
注
釈
類
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
、
ど
れ
も
み
ご
と
に

一

致
し
て
い
る
。
中
国

の
詩
文
の
伝
統
中

に
あ
る

「猿
声
」
と
、
日
本
の
眼
前

の

「捨
子
に
秋

の
風
」
と
を
比
較

し
て
、
か
な
し
さ

の
点

で
は
眼
前

の

「捨

子
」

の
景

の
方
が
更

に
増
さ
る
の
で
あ
る
と
、
句
意
を
た
だ

一
方

へ
定
め
て
い
る
。

近
代

の
注
で
は
、
山
本
健
吉

の
、
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哀
猿

の
声
と
秋
風

に
吹
か
れ
る
捨

子

の
泣
声
と
、
ど
ち
ら
が
本
当
に
哀

切
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
猿
声
は
古
来
詩
に
よ
く

詠
ま
れ
、
猿
声
を
聞

い
て
腸
を
断

つ
の
が
、
詩
人
の
常
套
だ

っ
た
。
こ
こ

で
は
芭
蕉
は
、
捨
子
の
泣
声

に
断
腸

の
思

い
を
し
て
い
て
、
風
流
め
い
た

猿
声

の
哀
れ
さ
な
ど
よ
り
、
こ
ち
ら

0
方
が
よ
ほ
ど
切
実
な
の
だ
、
と
言

っ
て
い
る
。
句
合
せ

の
判

の
形
式
を
模
し
て
い
る
の
で
、
「猿
声

に
秋
風

左
勝

捨
子

に
秋

の
風
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。

(芭
蕉
全
発
句

・
一
九
七
四
刊
)

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
殆
ど
が
江
戸
期

の
注
を
踏
襲
、

る
。
わ
ず
か
に
加
藤
楸
邨

の
、

な
い
し
敷
衍
し
て
い

捨
子
を
悲
し
む
切
実
な
・10
が
、
古

来
詩
人
に
よ

っ
て
悲
し
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
猿
声
を
ひ
き
あ
い
に
出
し

て
、
問

い
か
け
る
か
た
ち
で
発
想
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
実
感
に
つ
き
入

っ
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
ま
ま
う
た
い
あ

げ

て
は
い
な

い
が
、
こ
れ
を
な
ん
と
聞
く
か
と
問
い
か
け
る
趣
に
し
た
と

こ
ろ
に
、
現
実

の
相
に
堪
え
が

た
い
ま
で
に
動
揺
し
て
い
た
芭
蕉

の
心
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
風
騒
の
人
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
が
悲
し
い
か

と
、
単
に
風
趣

の
上
で
の
比
較
と
し
て
問
う
た
と
と
る
の
は
あ
た
ら
な
い
。

(芭
蕉
全
句

・
一
九
六
九
刊
)

と
い
う
解
釈
が
注
意
を
引
く
。
こ
こ
で
楸
邨
は
、
「
『
い
か
に
』
は
単
に
い
ず
れ

か
の
意

で
は
な
く
、
『猿
を
聞
く
人
』

へ
の
禅
問
答
的
な
呼
び
か
け
と
と
る
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
自
分
の

「直
観
」
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。

「単
に
風
趣

の
上
で
の
比
較
と
し
て
問
う
た
と
と
る
の
は
あ
た
ら
な
い
」
と
い

う
楸
邨

の
主
張
を
、
私
は
正
し
い
と
思
う
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
ま
だ
不
十
分

で

あ

っ
て
、
「比
較
と
し
て
問
う
た
と
と
る
」
の
は
間
違

い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
れ
は
、

こ
の
句

の
形
、

猿
を
聞
く
人
捨
子
に
秋

の
風

い
か
に

を
見
れ
ぽ
わ
か
る
こ
と
。

一
句

の
意
が
比
較

に
あ
れ
ば

「捨
子
に
秋

の
風

い
か

に
」

で
は
な
く
、
「捨
子

に
秋

の
風
と

い
か
に
」
な
い
し

「捨
子

に
秋

の
風

に

い
つ
れ
」

の
形
を
取
る
こ
と
が
、
よ
り
素
直

で
あ
り
、
自
然
で
あ
ろ
う
。
同
じ

紀
行

の
後
半
で

「
明
ぽ

の
や
し
ら
魚
し
ろ
き
こ
と

一
寸
」
「海
く
れ
て
鴨

の
声

ほ
の
か
に
白
し
」
の
作
例
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
程
度
の
破

調
を
恐
れ
る
心
は
、
ま
だ
こ
の
時
期

の
芭
蕉
の
配
慮

の
う
ち
に
は
な
い
と
見
て

よ
い
。
比
較
す
る

つ
も
り
は
、
芭
蕉

の
胸
中

に
は
お
そ
ら
く
毛
頭
も
、
あ
り
、兄

な
か
っ
た
。

「猿
を
聞
く
人
捨
子
に
秋

の
風

い
か
に
」
は
、
も
し
訳
を
試
み
る
な
ら
、
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毬 子

「
猿

を
聞

く

」

人

よ
、

「
捨

子

に
秋

の
風

」
、

ど

う

か

。

と
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の

「ど

う
か
」
は
、
恐
ら
く
毛
頭
も
比
較
の

つ
も
り
で
発
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
楸
邨

の
言
う
よ
う
に
、

「
現
実
の
相

に
堪
え
が
た
い
ま
で
に
動
揺

し
て
い
た
芭
蕉

の
心
が
う
か
が
わ
れ

る
」
と
も
私
は
考
え
な
い
。
こ
の

「ど
う

か
」

の
由
来
は
楸
邨
の
言
う
通
り
、

禅

の
問
答

に
発
し
て
い
る
と
私
も
見
る
。

趙
州
、
投
子
に
問
ふ
、
大
死
底

の
人
、
却

つ
て
活
す
る
時
、
.如
何
。
投
子

云
く
、
夜
行
を
許
さ
ず
、
明

に
投
じ

て
須
く
到
る
べ
し
。

(碧
巌
集

・
従
容
録
)

僧
問
ふ
、
如
何
な
る
か
是
れ
、
祖
師

西
来

の
意
。
州
云
く
、
庭
前
の
柏
樹

子
。

(無
門
関

・
従
容
録
)

禅
家

に
あ

っ
て
、
師
弟

の
問
答
で
、
す
べ

て
の
気
合
を
あ

つ
め
て
発
せ
ら
れ
る

語
、
そ
れ
が

「如
何
」
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
さ
え
見
失
わ
な
け
れ
ぽ
、
芭
蕉

の

此

の
句
が
、
杜
甫
を
師
と
し
て
、
そ

の
面
前

に
参
ず
る
思
い
で
発
し
た
言
葉
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
杜
甫
が

「猿
声
」
に
よ

っ
て
聞
き
留

め
た
と
同
じ
も

の
に
、
い
ま
自
分
も

「捨

子
に
秋
の
風
」
と
い
う
形
で
貫
か
れ

て
い
る
、
と
い
う
心

の
う
ね
り
に
繋
が

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

3

心

の
う
ね
り
、
な
ど
と
不
用
意
に
言

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
芭
蕉
は
富
士
川
の

ほ
と
り
で
捨
子
に
出
会

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
来
、
こ
の
条

に
つ
い
て
は
仮

構
か
実
録

か
、
議
論
が
喧
し
い
。
ど
ち
ら
に
味
方
す
る
つ
も
り
も
な
い
が
、
次

の
よ
う
な
事
実

は
、
は

っ
き
り
と
覚
悟

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

杜
甫
が

「秋
興
八
首
」
を
詠
ん
だ
あ
た
り
は
長
江
上
流

の
難
所
、
三
峡

の

一

つ
、
「
瞿
塘
峡
」
。
中
国
を
代
表
す
る
激
流
と
し
て
知
ら
れ
る
。

一
方
、
富
士
川

は
東
海
道
随

一
の
急
流
と
し
て
著
名
、
今
日
な
お
日
本
三
大
急
流

の

一
つ
に
挙

げ
ら
れ
る
。
「瞿
塘
峡
」
の

「猿
声
」
に
対
し
て
、
「富
士
川
」

の

「捨
子
」

の

声
。
偶
然
に
し
て
は
話
が
出
来
す
ぎ
て
い
る
。
先
ず
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
芭
蕉

の
作
意
が
動

い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

『野
ざ
ら
し
紀
行
』,
に
は
、
芭
蕉
自
筆

の
絵
巻
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
富
士

川

の
条
を
み
る
と

(図
1
)
、
右
上

か
ら
流
れ
て
き
た
川
に
は
う
ね
る
よ
う
な

水
流
が
描
き
こ
ま
れ
、
い
か
に
も
急
流

の
風
情
で
あ
る
。
川
が
や
や
幅
を
広
げ

て
、
葦
と
お
ぼ
し
い
草
が
生
え
は
じ
め
る
あ
た
り
に
、
捨
子
ら
し
い
子
供
が
描

か
れ
る
。
側
に
は
椀
も
置
か
れ
て
い
る
。
対
岸
を
行
く

の
は
槍
を
か
つ
い
だ
武

士

の
よ
う
で
あ
る
。
芭
蕉
の
姿
は
な
い
。

こ
れ
を
当
時

の
東
海
道

の
富
士
川
近
辺

の
図

・(図
2
、
3
)
と
く
ら
べ
て
み

る
と
、
ひ
と

つ
の
不
思
議

に
気
づ
く
。
図
2
は
、

こ
の
旅

の
六
年
後
に
あ
た
る

元
禄
三
年

(
一
六
九
〇
)
に
刊
行
さ
れ
た

『東
海
道
分
間
絵
図
』

(菱
川
師
宣
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図1芭 蕉自筆の絵

図2『 東海道分間絵図』(菱川師宣画)
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画
)
で
あ

る
が
、
川

の
流
れ
方

の
角
度
や
山

の
配
置
か
ら
見

て
、
芭
蕉
が
こ
の

種
の
案
内
図
を
手
元
に
置
い
て
絵
巻
を
描

い
た
か
、
或
い
は
道
中

で
景
色
を
ス

ケ
ッ
チ
し
て
い
た
か
、

い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
東
海
道

は
、
こ
の
と
き
の
芭
蕉

の
よ
う
に
江
戸
か
ら
上
方
に
向

か
う
場
合

に
は
、
こ
の

場
面
の
は
る
か
上
流
の
富
士
川
に
、
始
め

て
丁
字
型

に
出
合
い
、
こ
れ
を
徒
渉

し
た
後

に
対
岸
を
川

の
流
れ
に
沿

っ
て
下

っ
て
ゆ
く
。
「富
士
川

の
ほ
と
り
を

行
く
に
、
三

つ
計
な
る
捨
子
の
哀
れ
げ
に
泣
く
有
り
」
と
い
う
な
ら
、
常
識
的

に
捨
子
と
の
遭
遇
は
川
を
徒
渉
し
た
の
ち

の
出
来
事
で
あ
る
は
ず
。
絵
巻

で
捨

図3『 新板東海道分間絵図』

子

の
い
る
あ
た
り
を
東
海
道

は
遂

に
通
過
し
な
い
。
宝
暦
二
年

(
一
七
五
二
)

に
刊
行
さ
れ
た

『新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』
(図
3
)
で
も
事
情

は
同
様

で
あ

る
。
絵
巻
で
は
旅
人
は
確
か
に
捨
子

の
対
岸
を
川
に
沿

っ
て
通
行
し
て
い
て
、

正
確

に
描
こ
う
と
い
う
意
図
が
芭
蕉
に
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
は
な
ぜ
捨
子
を
東
海
道

の
対
岸

に
描

い
た
の

か
。

い
や
、
む
し
ろ
視
点
は
捨
子
の
側
に
あ

る
か
ら
、
愚
直
に
考
え
る
な
ら
芭

蕉
は
富
士
川
を
渡
る
前

に
東
海
道
か
ら
外
れ
て
、
堤
防
沿

い
の
踏
み
分
け
道
の

よ
う
な
と
こ
ろ
を
川

に
沿

っ
て
下
流
に
向
か
う
途
上
で
、
捨
子
に
遭
遇
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
川

の
こ
ち
ら
岸
を
河
口
に
向

か
っ
て
も
遂

に
対
岸

の
東
海

道

へ
と
徒
渉
す
る
場
所

は
な
い
。
実
際
に
芭
蕉
が

こ
の
よ
う
な
行
動
を
取

っ
た

と
は
思
え
な
い
。
こ
の
捨
子
の
配
置
は
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
。

画
の
構
成
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
構
成
上

の
配
慮
は
、
こ
の

よ
う
な
生
々
し
い
出
来
事

の
起
こ

っ
た
場
所
さ
え
対
岸

に
移
動
さ
せ
て
し
ま
う

程

の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
何

よ
り
ま
た
、
本
文

に
、

袂
よ
り
喰
物
な
げ
て
と
を
る

と
さ
え
あ
る
。
富
士
川

の
下
流
域

億
川
幅
広
く
、
対
岸
か
ら
遠
投
に
よ

つ
て
何

ら
か
の
食
を
届
け
る
こ
と
は
先
ず
有
り
え
な
い
。
捨
子
が

い
た
と
し
て
、
泣
き

声
さ
え
聞

こ
え
て
き
た
か
、
ど
う
か
。
下
流

の
徒
渉
は
不
可
能

で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
改
め
て
こ
れ
に
近
づ
く
こ
と
も
で
き
ま

い
。
東
海
道

の
実
情
を
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知

る
者

の
目
で
見
れ
ば
、
絵
か
文
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
は
見

や
す
か

っ
た
は
ず
。
捨
子
が
、
そ
の
有
無
自
体
は
と
も
か
く
、
都
合
よ
く
富
士
川

の
ほ
と
り
を
選
ん
で
泣

い
て
い
た
こ
と
は
疑
わ
し
い
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

4

こ
の
富
士
川

の
条

に
つ
い
て
、
私

に
は
も
う
ひ
と

つ
、
何
と
し
て
も
腑

に
落

ち
な
い
点
が
あ
る
。
実

に
さ
さ
い
な
こ
と

な
の
だ
が
、
喉
に
小
魚
の
骨
が
刺
さ

っ
た
よ
う
に
落
ち
つ
か
な
い
。
他

で
も
な

い
、
右

に
引

い
た
、

袂
よ
り
喰
物
な
げ

て
と
を
る

と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
乾

い
た
し
う
ち
の
記
述
で
あ
る
。
親
し
み
始
め
て
幾
年

か
、
私

の
胸
中

に
次
第
に
成
就
し
か
か

っ
て
い
る
芭
蕉
像
と
、
こ
こ
の
と
こ
ろ

ぼ

か
り
は
、
何
と
し
て
も
容
易
に
合
致
し
な
い
。
お
の
れ
の
目
を
相
手
の
目

の

高
さ
に
合
わ
せ
て
、
言
葉
を
か
け
な
が
ら
そ
の
手
に
握
ら
せ
る

芭
蕉
な
ら
、

そ
う
す
る
は
ず

で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
何
故

「投
げ

て
」
通
る
必
要
が
あ

っ

た
の
か
。

い
や
、
「投
げ
て
」
通
る
と
書
き

つ
け
て
お
く
必
要
が
あ

っ
た
の
か
。

袂
か
ら
出

し
た

「喰
物
」
と
は
、
相
手
が
幼
な
児

で
も
あ
り
、
普
通
に
考
、兄
れ

ぽ
、
握
り
飯
か
何
か
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り

に
も
ろ
く
て
、
ど
う
考
え
て
も
投
げ

与
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
食
べ
物

で
は
な
い
。
何
か
の
趣
向
な
く
し
て
、
芭
蕉
が

こ
の
よ
う
な

「破
綻
」
を
見
せ
つ
け
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ

る
。

僧
問
ふ
、
初
生

の
孩
児
、
還
た
六
識
を
具
す
る
や
、
也
た
無
し
や
。

趙
州
云
く
、
急
水
上

に
毬
子
を
打
す
。

僧
復
た
投
子
に
問
ふ
。
急
水
上
に
毬
子
を
打
す
る
の
意
、
如
何
。

子
云
く
、
念
々
不
停
流
。

・

(碧
巌
集
)

僧
が
尋
ね
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
な
児

に
も
、
や
は
り

「六
識
」

は

既

に
備
わ

っ
て
い
る
の
で
す
か
。

趙
州
が
言
う
。
急
流
に
毬
を
投
げ

つ
け
る
。

僧
は
、
ま
た
投
子
に
尋
ね
る
。
急
流
に
毬
を
投
げ

つ
け
る
、
と
は
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
。

投
子
が
言
う
。
刹
那
刹
那

の
思
い
、
片
時
も
や
す
ま
ず
流
れ
去
る
。

『野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
富
士
川
の
条

の
す

べ
て
が
、
こ
の

一
節
か
ら
思
い
付
か

れ
た
と
、
私
は
言
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
現
で
あ
れ
幻
で
あ
れ
、
旅
の
途
中

に
幼
い
捨
子
と
そ
の
声
が
あ
り
、
歩

い
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
前
途

に
、
触
れ
る
も

の
全
て
を
押
し
流
す
か
の
よ
う
な
急
流
が
あ

っ
た
。
そ
の
時
、
眼
前

に
杜
甫
が

顕
ち
現
れ
た
。
句
を
ま
と
め
る
束

の
附
も
、
急
流
は
休
む
こ
と
を
知
ら
な
い
。

す
る
と
今
度

は
趙
州
が
現
れ
て
言
う
、

君

の
そ
の
丸

い
握
り
飯
、

つ
ま
り

今
日

の
君
の
命
、
そ
れ
を
投
げ
捨

て
な
い
で
、
君
は
こ
の
旅

で
何

に
出
会

い
、

何
を
し
で
か
す

つ
も
り
な
の
か
、
と
。
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