
　

松
尾
芭
蕉
が
当
地
で
詠
ん
だ
句
「
俤

お
も
か
げや

姨
ひ

と
り
な
く
月
の
友
」
が
刻
ま
れ
た
「
面お

も
か
げ
づ
か

影
塚
」

の
地
中
（
長
楽
寺
）
に
は
、
滋
賀
県
大
津
市

の
義ぎ

ち

ゅ

う

じ

仲
寺
の
土
が
壺
に
入
っ
て
埋
納
さ
れ
て

い
る
と
シ
リ
ー
ズ
80
で
紹
介
し
ま
し
た
が
、

よ
う
や
く
こ
の
お
寺
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
義
仲
寺
は
平
安
時
代
末
期
、
平
家

打
倒
の
志
半
ば
で
憤
死
し
た
木き

そ
・
よ

し

な

か

曽
義
仲
を
供

養
す
る
寺
。
義
仲
の
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た

た
め
芭
蕉
も
死
後
は
こ
の
寺
に
葬
っ
て
ほ
し

い
と
希
望
し
、
芭
蕉
の
墓
が
あ
る
聞
い
て
い

た
の
で
、一
度
訪
ね
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

▽
「
芭
蕉
が
使
っ
た
杖
」
も

　

Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
の
膳ぜ

ぜ所
駅
か
ら
歩
い
て
十

分
か
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
義
仲
寺（
下
の
写
真
）

は
あ
り
、
受
付
で
執
事
の
永
井
輝
雄
さ
ん
が

近
江
弁
の
柔
ら
か
い
口
調
で
迎
え

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
寺
の

創
建
は
、
粟
津
（
現
在
の
大
津
市
）

で
最
期
を
遂
げ
た
義
仲
の
死
後
、

側
室
で
あ
っ
た
巴と

も
え
ご
ぜ
ん

御
前
が
近
く
に

草
庵
を
結
び
、「
わ
れ
は
名
も
無

き
女
性
」
と
称
し
、
日
々
供
養
し

た
こ
と
に
始
ま
る
と
、
伝
え
ら
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

今
は
マ
ン
シ
ョ
ン
や
住
宅
街
の

中
に
あ
り
ま
す
が
、
芭
蕉
は
こ
の

寺
が
好
き
で
よ
く
立
ち
寄
っ
て
お

り
、
当
時
、
門
前
は
旧
東
海
道
の

街
道
筋
で
琵
琶
湖
に
面
し
て
お

り
、
水
辺
が
見
え
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
水
と
言
え
ば
月
が

つ
き
も
の
な
の
で
、
芭
蕉
が
こ
の

寺
を
愛
し
、
い
く
つ
も
句
を
詠
ん

だ
の
も
よ
く
わ
か
る
気
が
し
ま
し

た
。
建
物
の
一
つ
は
句
会
の
拠
点

で
、巴
御
前
の
言
葉
に
ち
な
み
「
無

名
庵
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

芭
蕉
の
墓
は
そ
の
無
名
庵
の
縁

側
の
前
、
石
囲
い
の
中
に
あ
り
ま

す
（
右
下
の
写
真
）。
ひ
び
が
入
っ

た
の
か
割
れ
た
の
か
、
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
跡
ら
し
き
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
細
長
い
三
角
形
で
大
き
く

も
小
さ
く
も
な
く
、
愛
ら
し
く
親

し
み
を
覚
え
る
形
で
す
。
そ
の
隣
、

少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
義
仲
の
墓

が
あ
り
ま
し
た
。

　

芭
蕉
の
弟
子
た
ち
の
句
碑
や
墓

も
た
く
さ
ん
あ
り
、
由
緒
が
あ
る

寺
だ
っ
た
の
で
す
が
、
敗
戦
後
に

荒
廃
壊
滅
の
危
機
に
瀕
し
、一
九
六
五
年
ご
ろ
、

篤
志
家
の
寄
進
で
現
在
の
伽
藍
の
よ
う
に
再

建
さ
れ
た
そ
う
で
す
。「
粟
津
文
庫
」
と
呼
ば

れ
る
資
料
館
も
あ
り
、
芭
蕉
が
使
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
杖
が
あ
り
ま
し
た
。
椿

つ
ば
き

の
木
で
出

来
た
も
の
で
細
く
短
く
、
こ
れ
で
旅
が
で
き

る
の
か
と
驚
き
ま
し
た
。
芭
蕉
は
今
の
日
本

人
よ
り
体
格
は
小
さ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
杖
を
も
と
に
芭
蕉
の
身
長
や
体
重
も
算

出
で
き
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。

　

▽
刈
田
に
水
を
は
っ
て
お
月
見

　

帰
っ
て
き
て
か
ら
、
ま
た
さ
ら
し
な
・
姨

捨
の
文
献
を
い
ろ
い
ろ
見
て
い
る
う
ち
に
、

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
近
江
の
俳
人

た
ち
の
一
つ
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
義
仲
寺
・

無
名
庵
の
庵
主
が
、
芭
蕉
の
当
地
へ
の
来
訪

二
百
五
十
年
記
念
と
し
て
全
国
か
ら
約
四
百

人
の
俳
人
が
参
集
し
た
一
大
観
月
会
の
ス
ポ

ン
サ
ー
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
姨
捨
文
学
研

究
の
第
一
人
者
の

矢や

ば
・
か

つ

ゆ

き

羽
勝
幸
さ
ん
の

著
書
「
姨
捨
・
い

し
ぶ
み
考
」
に
詳

し
く
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、

そ
の
無
名
庵
主
は

霞か

ゆ

う遊
と
い
う
俳
人
。

本
名
は
小
野
安
太

郎
さ
ん
で
、
兵
庫

県
に
大
き
な
医
院

を
営
む
医
者
で
も

あ
り
ま
し
た
。
昭

和
十
一
年
の
中
秋

九
月
三
十
日
に
合

わ
せ
、「
田
毎
の
月
」

で
世
に
知
ら
れ
る

さ
ら
し
な
・
姨
捨

に
ふ
さ
わ
し
く
、

田
の
水
に
映
る
月

を
楽
し
も
う
と
考

え
た
よ
う
で
す
。

本
来
、
中
秋
の
こ

ろ
は
も
う
稲
が
穂

を
垂
れ
る
時
期
な

の
で
、
田
に
水
は

な
い
の
で
す
が
、

霞
遊
さ
ん
は
大
金

を
は
た
い
て
一
反

七
畝
（
約
一
七
〇
〇
平
方
㍍
）
の
田
を
買
収

し
、稲
を
全
部
刈
り
取
っ
て
水
を
は
り
ま
し
た
。

現
在
の
姨
捨
地
区
の
九
月
下
旬
は
も
う
収
穫

の
時
期
で
す
が
、
七
十
年
余
り
前
の
当
時
は

地
球
温
暖
化
の
今
よ
り
は
涼
し
か
っ
た
か
ら
、

刈
り
取
り
に
は
早
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
食
米

に
は
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
見
返
り
と
し
て

土
地
の
買
い
取
り
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

霞
遊
さ
ん
は
、
買
収
し
た
田
ん
ぼ
の
中
央

に
、太
い
青
竹
で
四
畳
敷
き
の
や
ぐ
ら
を
組
み
、

幕
を
張
っ
て
月
見
殿
と
し
ま
し
た
。「
空
中
観

月
」
と
も
言
え
る
よ
う
な
趣
で
す
。
そ
し
て

水
に
映
る
月
の
句
を
い
く
つ
も
残
し
ま
し
た
。

　

真し
ん
に
ょ如

と
は
今
宵
の
月
の
光
り
か
な

　

古
へ
の
月
を
う
か
べ
て
水
す
み
ぬ

　

月
と
水
一
つ
寝
を
し
て
若
が
へ
る

　

照
る
月
に
終
夜
田
毎
め
ぐ
り
け
り

　　

月
と
水
の
相
性
の
良
さ
が
よ
く
う
か
が
え

ま
す
。
雲
が
晴
れ
た
絶
好
の
お
月
見
日
よ
り

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
月
と
水
一
つ
寝
を

し
て
若
が
へ
る
」
の
句
は
当
地
で
の
観
月
が

心
と
か
ら
だ
の
潤
い
、
つ
ま
り
若
返
り
と
も

関
係
し
て
い
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。

　

▽
数
千
人
が
繰
り
出
す

　

矢
羽
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ
の
観
月
会
を
企

画
し
た
の
は
当
時
、
姨
捨
地
区
で
俳
句
の
お

師
匠
さ
ん
を
名
乗
っ
た
畔
上
悟
友
さ
ん
と
い

う
方
で
す
。
畔
上
さ
ん
は
、
全
国
に
句
の
投

稿
を
呼
び
掛
け
、
数
百
人
の
句
を
収
録
し
た

活
版
印
刷
の
和
綴
じ
本
の
記
念
句
集
「
旦

た
ん
し
ゅ
う秋

の
雲
」（
中
央
の
写
真
）
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

シ
リ
ー
ズ
124
で
紹
介
し
た
「
田
毎
の
月
」

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
新
た
な
浮
世
絵
の
発
掘

に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
長
野
市
の
古
書

店
「
新
井
大
正
堂
」
さ
ん
で
以
前
、
買
っ
て

お
い
た
古
書
が
そ
の
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
折
に
ふ
れ
て
め
く
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

二
百
六
十
㌻
に
及
ぶ
も
の
を
よ
く
ま
と
め
た

と
関
心
し
ま
す
。
現
在
、
毎
年
中
秋
に
行
わ

れ
る
「
さ
ら
し
な
・
姨
捨
観
月
祭
」
で
は
千

曲
市
が
全
国
に
投
句
を
募
っ
て
記
念
句
集
を

編
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
上
回
る
手
の
込

ん
だ
編
集
で
す
。

　

中
央
左
の
写
真
の
左
端
の
碑
が
、
こ
の
一

大
観
月
祭
を
記
念
し
て
作
っ
た
記
念
碑
で
す
。

表
面
に
は
「
田
毎
映
月
を
復
興
し
天
下
の
雅

人
と
と
も
に
昔
を
偲
ぶ
」
と
記
さ
れ
、 

現
在
は

長
楽
寺
の
下
、
四
十
八
枚
田
と
呼
ば
れ
る
田

の
上
方
の
道
沿
い
に
あ
り
ま
す
。
霞
遊
さ
ん

の
書
で
「
照
る
月
に
終
夜
田
毎
め
ぐ
り
け
り
」

も
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
背
面
に
畔
上
悟
友

さ
ん
ら
世
話
人
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

長
楽
寺
近
辺
の
沿
道
に
は
葉
の
つ
い
た
青

竹
を
立
て
、
花
火
も
打
ち
上
げ
、
数
千
人
が

繰
り
出
し
た
そ
う
で
す
。
東
京
か
ら
も
新
聞

記
者
が
取
材
に
来
ま
し
た
。
矢
羽
さ
ん
は
「
後

に
も
先
に
も
こ
の
よ
う
な
一
大
観
月
会
を
な

か
っ
た
」
と
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

当
時
な
ぜ
、
こ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
が
可
能
だ
っ

た
の
か
。
か
な
り
俗
っ
ぽ
さ
を
感
じ
ま
す
が
、

戦
後
の
さ
ら
し
な
・
姨
捨
の
衰
退
を
考
え
る
と
、

明
治
の
鉄
道
開
設
以
降
、
活
況
を
呈
し
た
「
さ

ら
し
な
・
姨
捨
」
人
気
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
だ
っ

た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

最
上
部
の
写
真
は
左
が
畔
上
悟
友
さ
ん
、

右
が
霞
遊
さ
ん
で
す
。「
旦
秋
の
雲
」
の
中
に

あ
っ
た
肖
像
写
真
を
複
写
し
ま
し
た
。

更
級
へ
の
旅
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更
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村
）

芭蕉が眠る義仲寺と姨捨の一大観月会

→

「
面
影
塚
」
に
は
義
仲
寺
の
土
が
埋
納


