
「
芭
蕉
の
想
い
」
付
加

先
日
作
っ
た
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
学
習
プ
リ
ン
ト
の
裏

に
記
し
た
「
芭
蕉
の
想
い
」
に
「
『
古
人
』
宗
祇
に
つ
い

て
」
を
追
記
し
た
も
の
で
す
。

芭
蕉
の
想
い

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
中
学
国
語
の
集
大
成
で
あ
る
。

紀
行
文
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
は

収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
と
言
え
る
。

「
つ
な
が
り
」
と
い
う
点
に
着
目
す
る
。
「
芭
蕉
」
な
ら

ば
、
彼
に
影
響
を
与
え
た
人
と
は
、
古
人
（
李
白
・
杜
甫
・

西
行
・
宗
祇
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
四
人
だ
け
で
は

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
西
行
で
言
う
な
れ
ば
、
西
行
が
何
を

思
い
旅
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
本
質
に
迫
り
た
か
っ
た

気
が
し
て
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
状
況
下
で
何
を
案
じ
、
何

を
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
古
人
の
時
代
の
中
に
お
け

る
様
態
と
同
化
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
化

で
き
れ
ば
思
い
の
底
が
垣
間
見
え
る
と
信
じ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
西
行
は
二
度
陸
奥
へ
の
旅
を
志
し
た
。
一
回

目
の
理
由
は
定
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
西
行
が
師
と

仰
ぐ
能
因
法
師
の
足
跡
を
も
っ
て
境
地
を
知
り
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
「
古
人
」
が
さ
ら
な
る

「
古
人
」
の
境
地
を
知
ろ
う
と
す
る
繋
が
り
が
見
て
と
れ

る
。
西
行
二
回
目
の
陸
奥
へ
の
旅
は
名
目
上
君
ら
も
行
く

予
定
で
あ
っ
た
奈
良
東
大
寺
焼
失
に
伴
う
勧
進
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
途
中
鎌
倉
で
源
頼
朝
と
面
会
し
た
の
は
、
旅

の
目
的
を
伝
え
、
平
泉
巡
行
の
許
可
を
得
る
た
め
と
さ
れ

る
。
西
行
と
奥
州
藤
原
氏
は
祖
先
に
鎌
足
公
を
持
つ
も
の
、

い
わ
ゆ
る
親
戚
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
う
え
で
頼

朝
は
許
可
し
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
（
中
央
）
が
奥
州
（
藤
原
氏
）
に
睨
み
を
き
か
せ

る
構
図
。
そ
の
は
ざ
ま
で
隠
密
の
ご
と
く
平
泉
へ
向
か
う

元
武
士
西
行
。

芭
蕉
が
お
く
の
ほ
そ
道
の
旅
に
出
た
一
六
八
九
年
に
照

ら
す
と
、
「
東
照
宮
元
禄
の
大
修
理
の
命
が
伊
達
藩
に
命

じ
ら
れ
た
」
頃
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
（
中
央
）
が
伊
達
藩

（
仙
台
藩
）
に
睨
み
を
き
か
せ
た
構
図
と
な
り
、
西
行
の

奥
州
行
の
頃
と
符
合
す
る
。

お
そ
ら
く
芭
蕉
は
敬
慕
（
尊
敬
）
す
る
師
で
あ
る
西
行

の
心
境
に
少
し
で
も
近
づ
か
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
は
、
西
行
巡
礼
の
旅
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。

で
は
、
な
ぜ
芭
蕉
は
平
泉
の
後
、
北
陸
（
日
本
海
）
を

通
る
ル
ー
ト
を
と
っ
た
の
か
。
芭
蕉
は
、
義
経
を
案
じ
て

い
た
で
あ
ろ
う
藤
原
秀
衡
を
訪
ね
た
西
行
の
動
向
と
も
重

な
り
、
源
義
経
が
平
泉
へ
逃
げ
入
っ
た
ル
ー
ト
を
模
索
す

る
意
味
で
（
源
義
経
が
平
泉
に
入
っ
た
ル
ー
ト
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
）
、
そ
の
候
補
の
一
つ
、
義
経
記
や

歌
舞
伎
の
演
目
「
勧
進
帳
」
に
あ
る
北
陸
路
を
逆
走
す
る

ル
ー
ト
を
採
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芭
蕉
自
身
も
義

経
や
弁
慶
に
対
す
る
想
い
を
強
く
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
繋
ぐ
も
の
」
は
「
勧
進
」
と
い
う
名
目
。
山
伏
に
化

け
て
東
大
寺
勧
進
の
旅
で
あ
る
と
し
て
難
関
突
破
を
図
っ

た
「
勧
進
帳
」
。
東
大
寺
へ
の
寄
進
（
勧
進
）
と
し
て
、

黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
と
世
界
に
轟
か
せ
る
こ
と
と
な
る
平

泉
に
赴
く
西
行
。
御
恩
と
奉
公
の
は
ざ
ま
で
苦
し
む
伊
達

藩
を
気
づ
か
っ
て
い
る
か
の
芭
蕉
。

白
河
の
関
は
、
藤
原
秀
衡
が
自
分
た
ち
の
勢
力
の
及
ぶ
目

安
で
あ
り
、
な
ん
と
か
義
経
一
行
が
そ
こ
を
越
え
逃
げ
延

び
て
さ
え
く
れ
れ
ば
と
願
っ
た
地
点
で
も
あ
ろ
う
。

「
時
の
旅
人
」
と
言
え
る
も
の
は
、
李
白
、
西
行
。

「
時
間
」
と
い
う
概
念
を
詩
に
盛
り
込
み
、
古
人
の
想
い

に
寄
り
添
っ
た
。
芭
蕉
も
し
か
り
で
あ
る
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
冒
頭
は
、
時
の
中
に
留
ま
る
「
自

分
の
家＝
芭
蕉
庵
」
を
旅
立
た
せ
る
門
出
の
段
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
庵
の
柱
に
掛
け
た
面
八
句
に
は
、
「
草
の
戸

も‥
‥

」
の
発
句
一
句
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
（
俳
諧
連

歌
の
師
、
宗
祇
を
た
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
、
そ
の
続

き
は
、
庵
が
新
た
な
住
人
と
と
も
に
新
た
な
人
生
を
紡
い

で
い
っ
て
ほ
し
い
（
連
句
と
し
て
書
き
綴
っ
て
い
っ
て
ほ

し
い
）
と
願
っ
た
庵
の
門
出
の
段
な
の
だ
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
「
平
泉
」
の
と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
が

思
い
浮
か
べ
る
「
国
破
れ
て‥

‥
」
と
い
う
杜
甫
の
詩

「
春
望
」
の
一
節
。
こ
の
無
常
観
の
ル
ー
ツ
と
あ
い
ま
っ

て
、
芭
蕉
の
芸
術
（
蕉
風
）
的
境
地
と
共
鳴
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

事
実
と
虚
偽
は
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、

わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
想
像
を
駆
使
し
、
想
像
を
確
か

め
る
べ
く
、
感
じ
取
る
べ
く
動
い
た
古
人
が
い
た
と
し
て

も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
人
が
芭
蕉
な
の
で

あ
る
。

2021.9.1
追
記
「
古
人
」
宗
祇
に
つ
い
て

「
古
人
」
と
呼
ば
れ
る
四
人
の
芭
蕉
の
敬
慕
す
る
詩
人
歌

人
の
中
で
、
中
学
の
学
習
の
中
で
現
れ
て
こ
な
い
「
宗
祇
」

が
、
ど
ん
な
点
か
ら
芭
蕉
が
尊
敬
す
る
人
物
と
言
え
る
の

か
、
生
徒
た
ち
の
中
に
は
疑
問
に
思
う
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

「
宗
祇
」
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
有
田
郡
有
田
川
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
こ
う
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
（
有
田
川

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://ww

w.town.aridagaw
a.lg.jp/top/kakuka/kanaya/7/2/1/578.htm
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よ

り
抜
粋

「
心
の
連
歌
師
」
宗
祇
法
師

定
輪
寺
蔵

宗
祇
は
西
行
、
松
尾
芭
蕉
と
並
ん
で
放
浪
三
代
詩
人

と
呼
ば
れ
る
と
と
も
に
、
連
歌
を
大
成
し
、
幅
広
く
世
に

広
め
た
連
歌
界
の
巨
匠
で
す
。

宗
祇
法
師
は
応
永28

年
（1421

）
、
紀
伊
国
藤
波
荘

（
有
田
川
町
下
津
野
）
で
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

幼
少
期
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や

が
て
京
都
に
上
り
、
本
格
的
に
連
歌
に
取
り
組
む
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
代
表
作
で
あ
る
「
三
無
瀬
三

吟
百
韻
」
（
み
な
せ
さ
ん
ぎ
ん
ひ
ゃ
く
い
ん
）
を
は
じ
め
、

文
化
価
値
の
高
い
作
品
を
次
々
と
発
表
し
ま
し
た
。

当
時
の
連
歌
が
単
に
こ
と
ば
遊
び
の
お
も
し
ろ
味
を
競

い
、
賭
博
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
宗
祇
は

格
調
高
い
文
学
性
と
芸
術
性
の
高
い
も
の
へ
と
変
化
さ
せ

て
い
き
ま
し
た
。

や
が
て
彼
の
名
は
全
国
に
広
が
り
、
時
の
将
軍
足
利
義

尚
か
ら
連
歌
師
と
し
て
は
最
高
の
役
職
で
あ
る
「
連
歌
会

所
奉
行
」
を
、
朝
廷
（
後
土
御
門
天
皇
）
か
ら
は
「
花
の

下
」
（
は
な
の
も
と
）
と
い
う
最
高
の
称
号
を
与
え
ら
れ
、

連
歌
師
最
高
の
位
に
ま
で
達
し
ま
し
た
。
漂
泊
の
詩
人
と

も
呼
ば
れ
た
宗
祇
は
、
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
連
歌
の
普
及
に

尽
力
し
ま
し
た
が
、
旅
の
途
中
に
箱
根
湯
本
の
早
雲
寺
で

82

年
に
わ
た
る
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。
そ
の
亡
骸
は
弟

子
た
ち
に
よ
っ
て
宗
祇
の
愛
し
た
富
士
山
に
近
い
裾
野
の

地
の
定
輪
寺
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

右
記
の
下
線
の
部
分
が
、
芭
蕉
の
想
い
と
交
錯
し
、
呼

応
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

宗
祇
が
生
き
た
１
５
世
紀
（
１
４
０
０
年
代
室
町
時

代
）
は
芭
蕉
が
生
き
た
１
７
世
紀
（
１
６
０
０
年
代
江

戸
時
代
元
禄
）
か
ら
見
る
と
、
２
０
０
年
以
上
前
の
先
生

と
な
り
ま
す
。
格
調
高
く
芸
術
性
の
高
い
連
歌
を
確
立
し

た
宗
祇
。
芭
蕉
が
生
き
た
時
代
で
は
、
俳
諧
と
い
う
も
の

が
、
ま
た
滑
稽
味
を
重
ん
じ
る
低
俗
な
も
の
が
当
た
り
前

と
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
芭
蕉
は
宗
祇
先
生
よ
ろ
し

く
、
俳
諧
を
整
合
性
た
る
ま
と
ま
り
も
あ
り
情
緒
も
あ
る

も
の
へ
と
返
す
べ
く
尽
力
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
の
ち
の
芭
蕉
の
理
念
蕉
風
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

正
統
な
俳
諧
理
念
の
在
り
方
を
模
索
し
た
と
こ
ろ
が
、
芭

蕉
が
宗
祇
を
敬
慕
し
た
理
由
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
宗
祇
師
匠
に
敬
意
を
表
し
、
俳
諧
連
歌
（
連
句
）

百
韻
の
型
に
倣
い
、
「
面
八
句
」
を
柱
に
掛
け
た
の
で
す
。

　

な
ら

し
か
し
、
「
面
八
句
」
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
芭
蕉

が
記
し
た
の
は
、
「
発
句
」
（
草
の
戸
も‥

‥

）
の
み
だ
っ

ほ
っく

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
『
面
八
句
』
が
残
っ
て
い
な
い
」

と
か
「
ど
れ
だ
け
の
人
が
集
ま
っ
た
（
俳
諧
の
会
だ
と
思
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
）
か
記
録
が
な
い
」
と
い
う
こ
と

で
う
や
む
や
に
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「
発
句
」
一
句
の
み
が
書
か
れ
て
い
た
と
断
言
し
ま
す
。

多
く
の
人
の
手
を
経
て
紡
ぐ
俳
諧
連
歌
。
そ
の
（
発
句
の
）

続
き
は
新
た
な
住
人
と
庵
と
で
、
共
に
紡
い
で
い
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
庵
の
新
た
な
旅
立
ち
を
願
っ
た
こ
と
と
考
え

れ
ば
結
べ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
お
く
の
ほ

そ
道
」
冒
頭
の
部
分
は
、
「
庵
の
旅
立
ち
（
門
出
）
」
の

段
だ
と
思
え
る
の
で
す
。

我
が
国
の
美
意
識
を
考
え
た
時
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」

が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
「
し
み
じ
み
と
し

た
趣
が
あ
る
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
も
の
で
す
。

平
安
時
代
後
期
な
る
と
仏
教
の
「
諸
行
無
常
」
が
「
末
法

思
想
」
と
世
の
中
の
荒
廃
ぶ
り
と
交
錯
し
て
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
一
般
的
に
い
う
は
「
無
常
観
」
で
す
。
平
家
物

語
の
「
扇
の
的
」
に
見
て
と
れ
る
「
五
十
ば
か
り
な
る
男
」

を
射
貫
い
た
時
の
「
余
興
の
余
韻
が
興
覚
め
と
な
る
空
気

の
変
化
」
と
い
う
”
無
常
”
。
ま
た
「
情
け
な
し
（
こ
こ

ろ
な
し
）
」
と
源
氏
方
の
武
士
の
反
応
に
も
見
ら
れ
た
”

無
情
”
。

双
方
の
「
ム
ジ
ョ
ウ
」
が
絡
み
合
っ
た
美
の
価
値
観
を

生
み
出
し
て
い
く
。
「
万
物
は
移
り
変
わ
っ
て
し
ま
う
は

か
な
さ
を
と
も
な
う
非
情
さ
」
と
い
っ
た
具
合
と
で
も
い

え
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。
寂
し
く
も
は
か
な
い
絶
望
的
な

「
無
常
」
は
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
よ
り
「
殺
風
景
」
な

情
緒
と
結
び
付
き
ま
す
。
藤
原
定
家
は
お
そ
ら
く
、
新
た

な
試
み
と
し
て
「
空
想
の
絵
画
」
を
絵
画
で
は
な
く
歌
に

興
し
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
る
で
、
「
歌
の
枯
山
水
」
。
理

解
し
て
く
れ
な
い
者
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
究

極
の
美
を
。

能
（
猿
楽
）
・
歌
舞
伎
と
い
っ
た
多
少
な
や
ま
し
げ

で
あ
り
滑
稽
で
も
あ
る
も
の
へ
変
化
し
つ
つ
、
俳
諧
連
歌

も
横
道
に
そ
れ
て
別
物
に
な
ら
ん
と
し
た
こ
ろ
あ
ら
わ
れ

た
の
が
芭
蕉
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
て
き
た

美
意
識
を
統
括
し
た
か
に
見
え
ま
す
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」

「
無
常
」
「
空
想
」
「
変
化
」
。
し
か
も
、
単
独
・
単
発

で
は
な
く
一
連
と
し
て
最
終
的
に
何
と
も
言
え
ぬ
良
さ
を

醸
し
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
ふ
う
に
見
え
ま
す
。
無

意
味
な
ま
で
に
派
手
に
お
茶
ら
け
て
い
く
美
の
価
値
観
、

無
機
質
な
ま
で
に
つ
き
詰
め
ら
れ
た
究
極
の
美
の
価
値
観
。

美
意
識
の
格
差
の
は
ざ
間
で
辿
り
着
い
た
の
が
、
無
機

的
な
中
に
か
お
る
有
機
的
な
前
向
き
の
心
情
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
あ
る
面
、
「
あ
は
れ
（
し
み
じ
み
と
し
た
趣
の

あ
る
）
」
に
似
て
い
ま
す
が
、
無
常
観
の
影
響
も
あ
り
、

よ
り
か
す
れ
た
中
に
見
と
れ
る
情
緒
な
の
で
し
ょ
う
。
こ

れ
が
芭
蕉
の
提
唱
す
る
「
さ
び
」
と
い
う
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

草
の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ
雛
の
家

【
か
す
れ
た
渋
め
の
景
】
実
・
現

「
夏
草
」＝

雑
草

「
草
の
戸
」＝

川
の
ほ
と
り
の
あ
ば
ら
家

⇕

【
浮
立
つ
前
向
き
の
景
】
寓
・
偶
（
想
像
）

「
夢
」＝

き
ら
め
き
を
夢
見
た
秀
衡
や
義
経
と
そ
の
従

「
雛
の
家
」＝

き
ら
び
や
か
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
家

無
常
観
の
下
地
に
あ
っ
て
ほ
の
か
に
に
お
い
た
つ
美
の

世
界
を
夢
見
た
の
で
し
ょ
う
。

2021.9.10

追
記

能
因（
の
う
い
ん
、永
延
二
年（9

88

年
）-

永
承
五
年（10

50

年
）あ
る
い
は
康
平
元
年（1

0
58

年
））は
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶・
歌
人
。初
め
文
章
生
に
補
さ
れ
て
肥
後
進
士
と
号
し
た

が
、長
和
二
年（1013
年
）、十
六
歳
で
出
家
し
た
。
ー
略
ー
甲
斐
国
や
陸
奥
国
な
ど
を
旅
し
、

多
く
の
和
歌
作
品
を
残
し
た
。
〔W

ikipedia

〕
よ
り
抜
粋

〈
お
も
な
歌
〉

あ
ら
し
吹
く
み
室
の
山
の
も
み
ぢ
ば
は
竜
田
の
川
の
錦
な
り
け
り
【
小
倉
百
人
一
首
】

都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
【
古
今
著
聞
集
】

こ
の
歌↑

能
因
は
白
河
に
は
旅
し
た
こ
と
が
な
か
った
が
、
旅
に
出
た
と
偽
って
作
った
歌
と
さ
れ
る
。

西
行（
さ
い
ぎ
ょ
う
、元
永
元
年〈1

1
1
8

年
〉-

文
治
六
年
二
月
十
六
日〈1

1
9
0

年
三
月
三

十
一
日
〉）は
、平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
日
本
の
武
士（
北
面
の
武
士
）

で
あ
っ
た
が
、出
家
し
た
。僧
侶
、歌
人
。
陸
奥
へ
の
旅
は
二
度
あ
る
が
、二
度
目
の
陸
奥
行
き
は
、

東
大
寺
再
建
の
勧
進
の
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。こ
の
時
、鎌
倉
で
源
頼
朝
に
面
会
し
、旅
の
許
可

か
ん
じ
ん

を
え
て
藤
原
秀
衡
の
い
る
平
泉
へ
と
赴
く
。

〈
お
も
な
歌
〉

嘆
け
と
て
月
や
は
も
の
を
思
は
す
る
か
こ
ち
顔
な
る
わ
が
涙
か
な
【
小
倉
百
人
一
首
】

道
の
辺
に
清
水
流
る
る
柳
陰
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ【
新
古
今
和
歌
集
】

こ
の
歌↑

の
場
所
は
「遊
行
柳
」と
し
て
歌
枕
と
な
って
い
る
芦
野
。
白
河
の
関
の
手
前
に
あ
る
。

ゆ
ぎ
ょ
う
や
な
ぎ

松
尾
芭
蕉（
ま
つ
お
ば
し
ょ
う
、寛
永
二
一
年（
正
保
元
年
）（1

6
44

年
）-

元
禄
七
年
十
月

十
二
日（1

694

年
十
一
月
二
八
日
）、江
戸
時
代
前
期
の
俳
諧
師
。伊
賀
国
阿
拝
郡（
現
在
の

三
重
県
伊
賀
市
）出
身
。芭
蕉
は
、和
歌
の
余
興
の
言
捨
て
の
滑
稽
か
ら
始
ま
り
、滑
稽
や
諧
謔

い
い
す

か
い
ぎ
ゃ
く

を
主
と
し
て
い
た
俳
諧
を
、蕉
風
と
呼
ば
れ
る
芸
術
性
の
極
め
て
高
い
句
風
と
し
て
確
立
し
、後

世
で
は
俳
聖
と
し
て
世
界
的
に
も
知
ら
れ
る
、日
本
史
上
最
高
の
俳
諧
師
の
一
人
で
あ
る
。但
し

芭
蕉
自
身
は
発
句（
俳
句
）よ
り
俳
諧（
連
句
）を
好
ん
だ
。〔W

ikipedia

〕
よ
り
抜
粋

〈
お
も
な
句
〉

田
一
枚
植
ゑ
て
立
ち
去
る
柳
か
な
【
お
く
の
ほ
そ
道
芦
野
】‥‥

遊
行
柳
（西
行
の
歌
枕
）

に
ょ
い

閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蟬の
声

【
お
く
の
ほ
そ
道
立
石
寺
】

五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川
【
お
く
の
ほ
そ
道
最
上
川
】

源
義
経
に
つ
い
て

平
家
物
語
二
年
次
に
学
習
済
み

義
経
記
源
義
経
と
そ
の
主
従
を
中
心
に
書
い
た
作
者
不
詳
の
軍
記
物
語
。全
八
巻
。

ぎ

け

い

き

南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。能
や
歌

舞
伎
、
人
形
浄
瑠
璃
な
ど
、後
世
の
多
く
の
文
学
作
品
に
影
響
を
与
え
、今
日

の
義
経
や
そ
の
周
辺
の
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
く
は『
義
経
記
』に
準
拠
し
て
い
る
。

「
如
意
の
渡
し
」（
現
富
山
県
高
岡
市
）の
話
が
有
名
。た
だ
し
英
雄
伝
的
で
虚

に

ょ
い

構
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

勧
進
帳
如
意
の
渡
し
で
の
出
来
事
を
基
軸
に
し
た
能
の
演
目『
安
宅
』を
元
に
創
ら
れ

か
ん
じ
ん
ち
ょ
う

に

ょ
い

あ
た
か

た
歌
舞
伎
の
演
目
。歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
。勧
進
帳
で
は
、「
如
意
の
渡
し
」の

に

ょ
い

舞
台
が
加
賀
国
安
宅
の
関（
現
石
川
県
小
松
市
）に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

あ

た

か

勧
進

と
は

か
ん
じ
ん

人
に
勧
め
て
仏
道
に
入
ら
せ
、
善
根
功
徳
を
積
ま
せ
る
こ
と
。
勧
化
と
も
い
う
。

ぜ
ん
ご
ん
く
ど
く

か
ん
げ

た
と
え
ば
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
を
念
仏
勧
進
と
い
う
。
転
じ
て
、
善
根
を
積
ま
せ

ぜ
ん
こ
ん

る
意
味
で
、
寺
院
を
建
立
・修
繕
す
る
際
、
信
者
・有
志
者
に
説
き
勧
め
て
費
用

を
奉
納
さ
せ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。

コ
ト
バ
ン
ク
〔日
本
大
百
科
全
書(

ニ
ッ
ポ
ニ
カ)

〕か
ら
の
抜
粋

おくのほそ道探訪 「芭蕉の想い」＋付加＋資料


