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尾

ま

つ
お

芭
蕉

ば
し
ょ
う

  

山
形
領

や
ま
が
た
り
ょ
う

に
立
石
寺

り
ゅ
う
し
ゃ
く
じ

と
い
う
山
寺

や
ま
で
ら

あ
り
。
慈 じ

覚 か
く

大
師

だ

い
し

の
開
基

か
い
き

に
し
て
、
こ
と
に
清
閑

せ
い
か
ん

の

地 ち

な
り
。
一
見

い
っ
け
ん

す
べ
き
よ
し
、
人
々

ひ
と
び
と

の
す
す
む
る
に
よ
り
て
、
尾
花
沢

お
ば
な
ざ
わ

よ
り
と
っ
て
返 か

え

し
、

そ
の
間 か

ん

七
里

し
ち
り

ば
か
り
な
り
。
日 ひ

い
ま
だ
暮 く

れ
ず
。
ふ
も
と
の
坊 ぼ

う

に
宿
借

や

ど
か

り
お
き
て
、
山
上

さ
ん
じ
ょ
う

の
堂 ど

う

に
の
ぼ
る
。
岩 い

わ

に
巌

い
わ
お

を
重 か

さ

ね
て
山 や

ま

と
し
、
松
柏

し
ょ
う
は
く

年 と
し

旧 ふ

り
、
土
石

ど
せ
き

老 お

い
て
苔 こ

け

な
め
ら
か

に
、
岩
上

が
ん
じ
ょ
う

の
院
々

い
ん
い
ん

扉
と
び
ら

を
閉 と

ぢ
て
、
物 も

の

の
音 お

と

き
こ
え
ず
。
岸 き

し

を
め
ぐ
り
、
岩 い

わ

を
這 は

い
て
、

仏
閣

ぶ
っ
か
く

を
拝 は

い

し
、
佳
景

け
い
け
い

寂
寞

せ
き
ば
く

と
し
て
心

こ
こ
ろ

澄 す

み
ゆ
く
の
み
お
ぼ
ゆ
。 

 

閑
し
ず
か

さ
や
岩 い

わ

に
し
み
入 い

る
蝉 せ

み

の
声 こ

え 

 

【
掲
出
文
の
大
意
】 

山
形
の
所
領
に
、
立
石
寺
と
い
う
山
寺
が
あ
る
。
慈
覚
大
師

の
開
い
た
寺
で
、
閑
寂
な
地
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
一
目
ご
覧
に
な
れ

ば
と
勧
め
ら
れ
た
の
で
、
尾
花
沢
か
ら
逆
方
向
に
戻
っ
た
。
そ

の
距
離
は
、
七
里
く
ら
い
の
距
離
で
あ
る
。
着
い
た
こ
ろ
、
日

は
ま
だ
暮
れ
て
い
な
い
。
山
の
麓
に
宿
坊
を
と
っ
て
お
い
て
、

山
頂
の
お
堂
に
登
っ
た
。
巨
岩
に
巨
岩
を
重
ね
る
よ
う
な
岩

山
で
あ
り
、
年
経
た
松
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
木
々
が
生
い
茂
り
、

苔
が
石
や
地
面
を
滑
ら
か
に
覆
い
尽
く
し
て
い
る
。
山
上
に

あ
る
多
く
の
支
院
の
扉
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
、
物
音
一
つ
し

な
い
。
崖
を
巡
り
、
這
う
よ
う
に
し
て
岩
を
登
り
、(

や
っ
と

の
思
い
で)

仏
閣
を
拝
ん
だ
。
絶
景
の
中
、
寂
し
い
ほ
ど
の
静

け
さ
が
支
配
し
、
心
は
ど
こ
ま
で
も
澄
み
わ
た
る
の
を
感
じ

た
。 

 

静
か
さ
や 

岩
に
し
み
い
る
蝉
の
声 

（
な
ん
と
い
う
静
け
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
静
け
さ
の
中
で
、

蝉
だ
け
が
激
し
く
鳴
い
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
周
り
の
岩
々
に

蝉
の
鳴
く
声
が
吸
い
込
ま
れ
浸
み
込
ん
で
い
く
よ
う
だ
。
そ

の
限
り
な
い
静
寂
の
中
に
、
自
分
の
心
も
、
周
り
に
融
け
こ
ん

で
い
く
よ
う
で
あ
る
）…

季
語(

蝉…

夏) 

 

※
こ
の
句
以
外
に
、「
さ
び
し
さ
や
岩
に
染
み
付
く
蝉
の
声
」
な

ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

音
読
テ
キ
ス
ト
「
日
本
の
名
文
」
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 【
お
く
の
ほ
そ
道
】
松
尾
芭
蕉
（
江
戸
時
代
の
俳
人
。
滑
稽
味
を
中

心
と
し
た
俳
諧
を
芸
術
の
域
に
ま
で
高
め
た
） 

 
 芭

蕉
は
、
元
禄
二
年
三
月
二
十
七
日
、
江
戸
を
出
立
し
、
東
北
、

北
陸
を
経
て
、
同
年
、
九
月
六
日
、
大
垣
に
到
着
し
た
。
全
行
程
二

千
四
百
キ
ロ
、
半
年
に
及
ぶ
そ
の
旅
を
綴
っ
た
作
品
が
「
お
く
の
ほ

そ
道
」
で
あ
る
。
芭
蕉
四
十
七
歳
。
簡
潔
に
し
て
リ
ズ
ム
感
に
富
ん

だ
俳
文
、「
軽
み
」
と
よ
ば
れ
る
俳
句
の
新
境
地
を
切
り
開
い
た
発

句
の
数
々
、
日
本
文
学
中
屈
指
の
紀
行
文
学
で
あ
る
。 

取
り
上
げ
た
文
章
の
前
半
は
、
有
名
な
冒
頭
文
。
人
生
を
永
遠
に

続
く
旅
に
た
と
え
、
旅
が
ま
た
同
時
に
人
生
で
あ
る
と
し
て
、
自
ら

の
生
涯
を
振
り
返
り
つ
つ
、
旅
へ
の
覚
悟
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

後
半
は
山
形
県
の
立
石
寺
で
の
参
詣
の
様
子
を
描
く
。
急
峻
な
岩

山
の
上
に
建
つ
寺
の
威
容
を
、
わ
ず
か
な
言
葉
で
描
き
切
る
。
蝉
の

声
が
、
岩
に
染
込
ん
で
い
く
と
い
う
あ
り
え
な
い
状
況
を
表
現
す

る
こ
と
で
、
蝉
の
さ
ん
ざ
め
く
鳴
き
声
と
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が

る
深
山
幽
谷
の
「
寂
し
く
静
か
で
澄
み
切
っ
た
世
界
」
を
表
現
す

る
。 近

年
、
同
行
の
曽
良
の
日
記
と
の
突
合
せ
が
細
か
く
な
さ
れ
、
順

番
を
変
え
た
り
、
行
っ
て
い
な
い
場
所
に
言
及
し
た
り
、
あ
り
え
な

い
状
況
を
描
く
な
ど
、
紀
行
文
の
体
裁
を
持
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
能
楽
と
の
関
係
に
も

照
明
が
当
て
ら
れ
、
そ
の
夢
幻
能
的
な
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
い
る
。 

 


