
　

松
尾
芭
蕉
の
当
地
へ
の
旅
「
更
科
紀
行
」

に
随
行
し
た
越え

つ
じ
ん人

と
い
う
人
は
ど
ん
な
人
物

だ
っ
た
の
か
。
シ
リ
ー
ズ
82
で
少
し
触
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
後
、
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、

次
の
句
が
彼
の
代
表
作
と
し
て
伝
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

う
ら
や
ま
し
思
ひ
切
る
時
猫
の
恋

　

芭
蕉
が
こ
の
句
を
絶
賛
し
た
こ
と
が
越
人

の
代
表
句
と
な
っ
た
大
き
な
理
由
ら
し
い
の

で
す
が
、
な
ぜ
芭
蕉
が
そ
こ
ま
で
褒
め
た
の

か
不
思
議
で
し
た
。
単
行
本
「
う
ら
や
ま
し

猫
の
恋　

越
人
と
芭
蕉
」（
吉
田
美
和
子
著
、

木
犀
社
刊
）
な
ど
、
先
人
の
研
究
を
当
た
る

う
ち
に
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。「
恋
句
」
を
詠

む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
俳
句
を
や

る
人
に
と
っ
て
は
大
事
な
資
質
だ
っ
た
ん
だ

そ
う
で
す
（
シ
リ
ー
ズ
前
回
126

で
「『
ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
の
恋
』

の
そ
の
後
」
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
し
た
が
、
今
号
も
「
そ
の
後
」

の
調
査
報
告
で
す
）。

　

▽
人
間
の
恋
情
を
活
写

　

恋
句
と
は
文
字
通
り
恋
心
に

ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を

詠
み
こ
ん
だ
句
の
こ
と
で
す
。

「
う
ら
や
ま
し
思
ひ
切
る
時
猫
の

恋
」
の
句
は
、
春
先
は
猫
が
よ

く
鳴
く
発
情
期
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
た
も
の
で
す
が
、
意
味

は
ち
ょ
っ
と
意
表
を
つ
き
し
た
。

　

う
ら
や
ま
し
い
と
思
う
の
は
、

発
情
期
が
終
わ
る
と
、
恋
心
を

ス
パ
ッ
と
断
ち
切
る
こ
と
の
で

き
る
猫
、
恋
心
の
処
理
の
仕
方

に
つ
い
て
は
猫
に
学
び
た
い
も

の
だ―

と
い
う
意
味
だ
そ
う
で

す
。
発
情
期
の
猫
は
鳴
き
声
が

す
ご
い
の
で
、
そ
の
恋
心
の
激

し
さ
が
「
う
ら
や
ま
し
い
」
と

い
う
の
で
は
な
く
、
抱
い
た
恋

情
を
一
瞬
に
し
て
断
ち
切
る
こ

と
の
で
き
る
猫
を
「
う
ら
や
ま

し
い
」
と
言
っ
て
い
る
ん
だ
そ

う
で
す
。
い
っ
た
ん
恋
を
し
た

ら
、
そ
の
気
持
ち
は
病

や
ま
い

の
よ
う

に
ま
と
わ
り
つ
い
て
な
か
な
か

断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
人

間
と
い
う
も
の
で
す
が
、
越
人

の
こ
の
句
は
そ
う
し
た
人
間
の

恋
情
を
裏
返
し
て
活
写
し
た
句

で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

芭
蕉
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
芭
蕉
は
こ
の
句
を

詠
ん
だ
越
人
に
つ
い
て
「
心
に
風
雅
あ
る
者
、

一ひ
と
た
び度

口
に
出
で
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
彼
が

風
流
、
こ
こ
に
至
り
て
本
性
を
あ
ら
は
せ
り
」

と
い
う
言
葉
を
残
し
た
そ
う
で
す
。
現
代
語

に
要
約
す
る
と
「
越
人
は
こ
の
『
う
ら
や
ま

し
…
』
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
で
、
す
ぐ
れ
た

俳
人
の
素
質
が
は
っ
き
り
し
た
」
と
越
人
を

絶
賛
し
て
い
る
の
で
す
。

　

▽
恋
歌
の
伝
統
が
俳
句
に
も

　

現
代
は
、「
軽
み
」
と
い
う
言
葉
で
よ
く
芭

蕉
の
作
風
が
よ
く
紹
介
さ
れ
、
枯
れ
た
感
じ

や
花
鳥
諷
詠
な
ど
が
芭
蕉
句
の
特
徴
の
よ
う

に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
芭
蕉
は
「
恋
句
」

の
名
手
で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
元
信
州
大

学
教
授
の
東
明
雅
さ
ん
の
著
書
「
芭
蕉
の
恋

句
」（
岩
波
書
店
）
が
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

　

芭
蕉
の
弟
子
が
記
録
し
た
芭
蕉
の
言
葉
の

中
に
、「
連
句
4

4

の
中
で
は
恋
句
が
出
て
き
て
ほ

し
い
」
と
い
う
趣
旨
の
一
節
が
あ
る
ん
だ
そ

う
で
す
。「
連
句
」
と
い
う
の
は
、
現
代
人
が

親
し
ん
で
い
る
五
七
五
の
リ
ズ
ム
の
俳
句
を

個
々
人
が
作
る
の
と
は
違
い
ま
す
。
何
人
も

が
集
ま
っ
て
、
ま
ず
一
人
が
五
七
五
の
句
を

詠
み
、
別
の
一
人
が
そ
の
内
容
を
受
け
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
七
七
の
句
を
添
え
ま
す
。

さ
ら
に
別
の
人
が
今
度
は
そ
の
七
七
の
句
の

世
界
を
受
け
て
新
た
な
五
七
五
の
世
界
を
…

と
い
う
よ
う
な
句
作
を
何
度
も
繰
り
返
し
な

が
ら
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
美
的
世
界
を
作

り
上
げ
る
言
葉
の
遊
び
で
す
。
五
七
五
七
七

の
リ
ズ
ム
で
あ
る
古
代
か
ら
の
和
歌
を
も
と

に
、
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
文
芸
で
す
。

　

古
来
、
日
本
人
の
歌
は
万
葉
集
を
は
じ
め
、

「
恋
」
が
歌
の
主
要
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
、
芭

蕉
が
そ
の
伝
統
を
踏
ま
え
「
恋
」
に
関
心
が

あ
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
、
と
東
さ
ん
は
書

い
て
い
ま
す
。

　

た
だ
芭
蕉
の
句
は
五
七
五
の
独
立
し
た
句

ば
か
り
が
学
校
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
有
名

に
な
っ
て
し
ま
い
、
恋
句
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
芭
蕉
は
「
奥
の
細
道
」
の
旅

で
も
、
随
行
し
た
曾そ

ら良
（
信
州
諏
訪
生
ま
れ
）

ら
と
の
恋
句
を
作
っ
て
い
ま
す
。「
奥
の
細
道
」

本
文
で
は
な
く
曾
良
ら
が
記
録
し
て
お
い
た

連
句
で
す
。
仲
間
と
読
む
と
き
は
万
葉
集
の

時
代
と
同
じ
よ
う
に
恋
句
を
つ
く
っ
た
方
が

楽
し
い
、
よ
り
人
間
ら
し
と
い
う
思
い
が
芭

蕉
の
中
に
あ
っ
た
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

　

▽
更
科
紀
行
の
中
に
も

　

歌
に
恋
を
詠
む
の
は
、
現
代
で
も
ラ
ブ
ソ

ン
グ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
よ
う
に
一
番

の
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
全
く
不
思
議
で
は
な

い
の
で
す
が
、現
代
の
句
作
に
は
あ
ま
り
「
恋
」

を
詠
も
う
と
す
る
感
じ
が
な
く
な
っ
て
い
る

の
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。「
こ
の
味
が
い
い

ね
と
君
が
言
っ
た
か
ら
７
月
６
日
は
サ
ラ
ダ

記
念
日
」
な
ど
、
話
し
言
葉
で
短
歌
を
作
っ

て
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
俵
万
智
さ
ん

の
歌
集
「
サ
ラ
ダ
記
念
日
」
は
、
恋
歌
と
し

て
の
和
歌
の
面
白
さ
を
再
認
識
さ
せ
ま
し
た
。

　

芭
蕉
自
身
の
恋
句
も
彼
の
残
し
た
連
句
の

中
か
ら
少
し
紹
介
し
ま
す
。
詳
し
く
解
説
す

る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
前
後

の
句
は
省
略
し
ま
す
。

　

打
ち
ゆ
が
む
松
に
も
似
た
る
恋
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

だ
れ
か
が
好
き
に
な
っ
て
狂
お
し
い
気
持

ち
を
、
く
ね
く
ね
と
曲
が
る
松
の
幹
の
姿
に

見
立
て
た
一
瞬
の
発
見
と
感
動
を
詠
ん
だ
句

で
す
。
も
う
一
つ―

　

語
る
こ
と
な
け
れ
ば
君
に
さ
し
向
ひ

　　

話
す
言
葉
が
な
く
な
っ
て
た
だ
、
お
互
い

に
向
か
い
合
っ
て
い
る
二
人
の
姿
が
思
い
浮

か
び
ま
す
。

　

さ
て
、
で
は
「
更
科
紀
行
」
の
中
に
恋
句

は
あ
る
か
。「
奥
の
細
道
」
の
旅
の
よ
う
な
連

句
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
本
文
の
中
に
あ

る
「
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
と
尚な

ほ

露つ
ゆ

け
し
や
を
み
な

え
し
」
に
少
し
感
じ
ま
す
。
を
み
な
え
し
（
オ

ミ
ナ
エ
シ
）
は
美
女
の
こ
と
で
、
黄
色
い
花

の
粒
は
晩
秋
に
な
っ
て
も
陽
光
を
浴
び
る
と

き
ら
め
い
て
い
ま
す
。
か
細
い
茎
が
よ
く
い

つ
ま
で
も
立
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
姿
に
美
女
の
面
影
を
芭
蕉
は
見
た

感
じ
を
受
け
ま
す
（
オ
ミ
ナ
エ
シ
に
つ
い
て

は
シ
リ
ー
ズ
100
、
123
を
参
照
）。

　

左
右
の
写
真
は
越
人
が
描
か
れ
て
い
る
掛

け
軸
。
芭
蕉
の
高
弟
十
人
を
描
い
た
も
の
で

す
。
右
は
美
濃
（
岐
阜
県
）
生
ま
れ
の
三
浦

雲
居
（
一
八
三
一
～
一
九
一
二
）
の
筆
に
よ

る
も
の
で
、
越
人
は
中
央
上
の
下
左
側
。「
う

ら
や
ま
し
…
」
の
句
が
そ
の
上
に
添
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
左
は
芭
蕉
の
「
お
も
か
げ

や
姨
ひ
と
り
な
く
月
の
友
」
の
句
を
刻
ん

だ
「
面
影
塚
」
を
長
楽
寺
境
内
に
建
立
し
た

加か

や
・
し

ら

お

舎
白
雄
の
弟
子
、
宮

み
や
も
と
・
こ
じ
ょ
う

本
虎
杖
庵
に
伝
わ
っ

た
軸
。
い
ず
れ
も
矢
印
で
示
し
た
の
が
越
人

で
す
。
左
の
軸
で
越
人
は
後
ろ
姿
な
の
は
な

ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
中
央
の
写
真
は
、
越

人
の
功
績
を
顕
彰
す
る
「
越
人
随
行
塚
」。
こ

れ
も
長
楽
寺
の
境
内
に
あ
り
ま
す
。

更
級
へ
の
旅

う
ら
や
ま
し
思
ひ
切
る
時
猫
の
恋
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松
尾
芭
蕉
が
歩
い
た

　

更
科
紀
行
街
道
の

今
・
そ
の
24
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芭蕉が絶賛した随行者・越人の恋句
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