
本当の独りになるために 

 

俳
人
松
尾
芭
蕉
の
更
科
紀
行
と
の
関
連
で

よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
長
楽
寺
（
旧
更
級
郡

八
幡
村
、
現
千
曲
市
）
で
す
が
、
境
内
に
た

く
さ
ん
あ
る
句
歌
碑
の
中
で
、「
更
級
」の
文

字
が
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
は
二
つ
だ
け
で
す
。 

 

一
つ
は
高
浜
虚
子
の
「
更
級
や
姨
捨
山
の

月
ぞ
こ
れ
」
で
す
。
虚
子
は
明
治
か
ら
昭
和

に
か
け
「
客
観
写
生
」
を
一
貫
し
て
主
張
し

た
俳
句
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
こ
の
句
は
先
の

戦
争
の
直
後
、
信
州
に
疎
開
し
て
い
た
と
き

に
長
楽
寺
周
辺
を
訪
れ
た
と
き
の
も
の
で
す
。

た
だ
、
あ
い
に
く
こ
の
時
は
雨
で
月
は
顔
を

出
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
せ

い
か
、
感
情
が
動
い
て
い
な
い
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。 

▽
幕
末
の
塵 

そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
も
う
一
つ
の
歌
は

そ
の
思
い
に
迫
力
を
感
じ
ま
す
。 

  
 

世
の
塵ち

り

を
払
ふ
心
は
更
級
や 

 
 

 
 

 
 

姨
捨
山
に
う
づ
む
黒
髪 

  

世
の
中
の
ち
ら
ば
っ
た
ご
み

の
よ
う
な
も
の
を
振
り
払
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
た
め

に
私
は
更
級
の
地
に
来
て
、
姨

捨
山
に
自
分
の
黒
髪
を
切
っ
て

埋
め
た
―
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
は
備
中
、
今
の
岡

山
県
倉
敷
市
あ
た
り
の
「
昌

し
ょ
う

明め
い

」
と
い
う
人
の
歌
で
す
。 

長
楽
寺
に
あ
る
句
歌
碑
に
つ

い
て
の
研
究
を
ま
と
め
た
「
姨

捨
い
し
ぶ
み
考
」（
矢
羽
勝
幸

著
）
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
人
に

つ
い
て
の
資
料
は
地
元
に
も
な

く
、
名
前
も
知
ら
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
こ

の
歌
建
が
立
て
ら
れ
た
の
は
江

戸
末
期
と
の
こ
と
。と
な
る
と
、

昌
明
の
思
い
も
な
ん
と
な
く
分

か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

江
戸
の
徳
川
政
権
は
戦
国
時

代
の
戦
乱
に
終
止
符
を
打
ち
ま

し
た
。
武
士
は
も
と
も
と
平
安

時
代
の
貴
族
た
ち
の
内
部
抗
争

を
鎮
圧
す
る
た
め
に
台
頭
し
、
続
く
鎌
倉
時

代
以
降
（
一
一
九
二
年
―
）
は
武
士
に
よ
る

権
力
闘
争
が
約
四
百
年
間
続
き
ま
す
。
し
か

し
、
江
戸
は
太
平
の
世
を
も
た
ら
し
、
武
士

は
官
僚
、
役
人
に
な
り
、
そ
の
役
割
、
使
命

を
見
失
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

▽
更
級
を
唱
え
れ
ば 

 

軍
艦
を
率
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
の
来

航
、
鎖
国
は
し
て
い
て
も
流

入
し
て
く
る
欧
米
の
先
進
文

化
。
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
に
役
人
た
ち
は
保
身

に
汲
々
と
し
て
い
る
…
。
い

え
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
ん

な
義
憤
と
は
関
係
な
く
、妻
、

子
ど
も
、
地
域
と
の
し
が
ら

み
が
ご
み
の
よ
う
に
厄
介
な

も
の
に
感
じ
て
、
そ
の
う
さ

を
晴
ら
し
に
旅
に
出
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
碑
が
芭
蕉
の
面
影
塚
の
隣
に
並
ん
で

い
る
の
も
意
味
深
で
す
。
現
在
は
、
自
動
車

が
通
る
道
が
長
楽
寺
一
帯
を
ぐ
る
っ
と
回
る

形
で
通
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
写
真
を
み

る
と
、
面
影
塚
の
脇
を
通
っ
て
上
り
下
り
す

る
道
が
メ
ー
ン
道
路
。
つ
ま
り
旅
人
は
み
な

こ
の
面
影
塚
と
昌
明
の
歌
碑
を
見
な
が
ら
行

き
来
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
昌
明
の
思

い
を
当
時
の
人
が
受
け
と
め
た
、
つ
ま
り
、

多
く
の
人
が
共
感
を
持
っ
て
く
れ
る
と
い
う

気
落
ち
が
前
提
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

自
分
の
中
で
な
に
か
を
清
算
し
た
い
と
き

に
、「
更
級
」
を
求
め
る
気
持
ち
。
こ
れ
は
更

級
を
唱
え
れ
ば
、
そ
の
気
持
ち
に
答
え
て
く

れ
る
何
か
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

更
級
を
歌
枕
に
さ
せ
た
原
点
は
、
千
百
年

前
に
編
ま
れ
た
古
今
和
歌
集
に
あ
る
「
わ
が

心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を

見
て
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
時
代
が
大
き

く
変
わ
る
時
も
、
更
級
は
心
の
支
え
を
提
供

し
て
く
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。 

 

も
う
一
人
、
更
級
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
の
が
「
成
俊
」
で
す
。
成
俊
は
今

か
ら
約
七
百
年
前
の
中
世
、
都
一
帯
で
実
力

の
あ
る
僧
（
三
井
寺
）
で
し
た
。
漢
字
ば
か

り
で
書
か
れ
た
万
葉
集
に
訓
を
施
し
て
今
の

よ
う
な
読
み
が
で
き
る
よ
う
し
た
最
大
の
功

労
者
の
一
人
で
、
鎌
倉
時
代
の
僧
、
仙
覚
が

築
い
た
基
礎
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
書
写
本

の
一
つ
に
は
、
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
自
ら
が

記
し
た
「
奥
書
」
が
あ
り
、
歌
学
者
の
佐
々

木
信
綱
氏
が
編
集
し
た
岩
波
文
庫
「
新
訓
万

葉
集
」の
下
巻
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

▽
田
毎
の
名
前 

成
俊
が
万
葉
集
に
打
ち
こ
ん
だ
場
所
は
奥

書
に
は
「
姨
捨
山
の
麓
」
と
書
い
て
あ
る
だ

け
で
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
も
旧
更
級
村
の
仙
石
地
区
、

更
級
小
学
校
の
西
側
隣
の
「
じ
ょ
う
し
ん
は

た
」
と
呼
ば
れ
る
地
籍
が
有
力
地
の
一
つ
で

す
。
こ
こ
か
ら
は
中
世
の
骨
壷
な
ど
が
多
数

発
掘
さ
れ
、
お
堂
や
庵
な
ど
の
宗
教
施
設
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
す
。
姨
捨
山
（
冠
着

山
）
を
仰
ぎ
見
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。 

戸
倉
町
誌
・
歴
史
編
に
よ
る
と
、
江
戸
時

代
・
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
の
羽
尾
村
検

地
帳
に
は
、
こ
の
一
帯
に
字
名
と
し
て
「
し

ょ
う
し
ん
た
」「
上
心
は
た
」「
上
正
は
た
」

な
ど
五
筆
が
記
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 

地
名
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
重
要
で

す
。
田
畑
が
今
の
よ
う
に
構
造
改
善
事
業
に

よ
っ
て
大
区
画
に
集
約
さ
れ
る
前
、
一
枚
い

ち
ま
い
が
小
さ
か
っ
た
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
歴
史
的

な
い
わ
れ
や
地
形
を
も
と
に
命
名
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
所
有
権
を
明
確
に
す
る

た
め
で
し
た
。
中
に
は
弥
五
郎
と

い
う
人
の
持
ち
物
だ
っ
た
こ
と
か

ら
そ
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
も
の

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
家
人
た
ち

は
「
ち
ょ
っ
と
弥
九
郎
に
行
っ
て

く
る
」
と
言
っ
て
出
か
け
、
ま
た

周
辺
の
人
た
ち
も
そ
の
畑
を
や
は

り
「
弥
九
郎
」
と
呼
ん
で
、
周
辺

の
田
畑
と
区
別
し
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
多
く
の
人
た
ち
が
同
じ
よ
う

に
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
の
名

前
が
定
着
し
て
い
く
の
で
す
。 

 

▽
争
乱
を
逃
れ
て 

 

昔
、
田
畑
は
、
食
料
だ
け
で
な
く
年
貢
を

生
み
出
す
場
所
と
し
て
今
と
は
比
べ
物
に
な

ら
な
い
く
ら
い
貴
重
で
身
近
な
も
の
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
ら
、「
じ
ょ
う
し
ん
は
た
」
と
呼

ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
人
た
ち
が

長
く
口
の
端
に
載
せ
て
き
た
呼
び
名
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

中
世
の
多
数
の
遺
物
、冠
着
山
を
正
面
に
、

し
か
も
成
俊
と
同
じ
呼
び
名
の
地
。
こ
れ
だ

け
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
、
と
考
え
て

も
不
思
議
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

で
は
、
な
ぜ
成
俊
は
当
地
に
や
っ
て
来
た

の
で
し
ょ
う
か
。
奥
書
に
は
「
元
弘
建
武
の

間
、
陵
谷
転
変
の
乱
に
逢
ひ
て
、
身
を
窩
居

に
容
る
こ
と
能
は
ず
、
忽
ち
寺
門
を
離
れ
て

…
」
と
あ
り
ま
す
。
当
時
、
京
都
は
実
権
を

再
び
握
ろ
う
と
し
た
天
皇
家
を
中
心
と
す
る

勢
力
と
天
皇
を
あ
く
ま
で
利
用
し
た
政
権
を

つ
く
ろ
う
と
す
る
武
士
ら
の
勢
力
と
が
激
し

く
権
力
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
い
ま
し
た
。
い

わ
ゆ
る
南
北
朝
時
代
で
す
。
成
俊
は
こ
の
争

乱
を
逃
れ
、「
姨
捨
山
の
麓
」
に
た
ど
り
つ
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

 

本
当
の
独
り
に
な
り
た
く
て
、
こ
こ
に
来

て
安
住
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
更
級
の
地
が
そ
の
た
め
の
場

所
と
し
て
選
ば
れ
た
点
で
「
備
中
の
昌
明
」

と
共
通
し
て
い
ま
す
。 

６ 

 

昌
明
の
歌
碑
、
成
俊
の
庵 

「じょ うしんはた」から発掘された中世

の骨壷。更級小学校所蔵。さらしなの里

歴史資料館に展示されている。 
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