
吉

野

の

桜

芭
蕉
と
西
行

覚
え
書

松

隈

義

勇

一

様

々
園

長

く
あ
こ
が

れ
て
い
た
吉
野

の
花

を
今
年

こ
そ

こ
の
目

で
見

よ
う
と
思

い
決

め
た
。
年

々
歳

々
花

は
開
く

か
も

し
れ
な

い
が
、
も

し
私

の
上

に
無
常

の
嵐
が

襲

っ
た
ら
、
永
久

に
見

る
機
会

は
な
い
と

ふ
と
思

っ
た

の
で
あ
る
。

旅

立

っ
た
四
月
十

六
目
は
日
曜

日
だ

っ
た

の
で
、
混
雑
を
恐
れ
る
気
持
な
ど

か
ら
、
吉
野
行
き

は
わ
ざ
と

は
ず

し
て
、
芭
蕉

の
故
郷

で
あ
る
伊
賀

の
上
野

に

一
泊

し
た
。

一
つ
に
は
芭
蕉

に
心
を
近
づ
け
芭
蕉
を
親
し

い
も

の
と
し
た
上
で

お
い

吉
野

を

踏

み
た
か

っ
た
の
で
あ

る
。

芭
蕉

は
貞
享
五
年

(
一
六
八
八
)

『
笈

の

小
文
』

の
旅

の
折
、
故
郷
上
野

か
ら
出

て
吉
野

の
花
を
見
た
が
、
そ

の
芭
蕉

の

旅

に
な
ろ
う
旅
程

に
偶
然

に
な

っ
た
。

さ
ま
ざ
ま

上
野

で
は
、

こ
の
地

で

一
夜
を
過
す

こ
と
と
様

々
園

の
桜
を
見
る
こ
と
と
が

や
ま

ポ

眼
目
だ

っ
た
。
芭
蕉
が

「
山

里
」
と

か

「
山
家
」
と

か
呼

ん
だ

こ
の
伊
賀
盆
地

の
中

心
の
古

い
城
下
町

は
、
夜
も
九
時
と
も
な
れ
ば
し

っ
と
り
と
静
ま
り
か
え

っ
て
ま
る
で
永
遠

の
眠

り
に
は
い

っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ

っ
た
。

私
も
芭
蕉

の

こ
と

だ
け

を
考
え

て
寝

た
。

様

々
園

の
枝
垂
桜

は
も
う
葉
桜
だ

っ
た
。
花
期

の
遅

い
吉
野
を
主
と
し
た
旅

で
あ

る
以
上

し
か
た
の
な
い
こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
の
老
樹

は
園
内

の
東
北

の
隅

に
あ

っ
て
四
方

に
優
美

な
技

を
垂
れ

て
、
朝
風

に
揺
れ

て
い
た
。

様

々
園
は
今
私

人
の
所
有

に
属

し
て

一
般

に
公
開
さ
れ

て
い
な

い
が
、

こ
こ

せ
ん
ぎ
ん

は
か

つ
て
芭
蕉

の
仕

え
た
蝉
吟

の
生
家
藤
堂
家

の
下
屋
敷

の
跡

で
あ

る
。
芭
蕉

は
前

に
書

い
た
貞
享

五
年
、
吉
野

へ
行

こ
う
と

い
う
矢
先

に
、
故
主

の
遺
児

で

あ

る
当
主

の
良
長

か
ら

こ
の
邸

に
招

か
れ
た
。
良
長
も
亡
父

に
似

て
俳
諧
を
た

た
ん
が
ん

し
な
み
探
丸
と
号

し
て
い
た
。
探
丸

の
前

で
芭
蕉

は
、

さ

ま
ざ

ま
の
事

お
も

ひ
出
す
桜

か
な

と
詠

ん
だ
。
様

々
園
と

は
こ
の
句

に
因
む
名

で
あ
る
。
今
あ
る
桜
樹

は
芭
蕉

の

句

に
よ
ま
れ

た
の
か
ら

三
代
目

に
あ
た
る
と

い
う
。

芭
蕉
が
招

か
れ

た
時

は
桜
が
花
盛
り
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ

の
花

の
姿

の
、

蝉
吟
在
世
当
時
と
変
り
な

い
こ
と
が
、
芭
蕉

に
さ
ま
ざ
ま

の
こ
と
を
思

い
起

さ

せ
た
。
喜
び
も
悲

し
み
も
苦
し

み
も
あ

っ
た
昔

の
あ
れ

こ
れ

で
あ
る
。

「
さ
ま

ざ
ま

の
事
」

に
こ
も

る
意
味

は
深

い
。

し
か
し
こ
の
句

は
そ

の
詠
ま
れ
た
事
情
か
ら

い

っ
て
、
詠
嘆
感
傷

の
句
で
は

か
ん

こ

な
く
、
挨
拶
款
語

の
句

で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。

言

っ
て
み
れ
ば
、

、「
御
縁

の

深

い
あ

な
た
さ
ま
と
、
長

い
年
月

の
後

に
再
び
お
逢

い
で
き
て
、
御
前

に
伺

候

さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
昔

の
ま
ま

に
咲
き
栄
え
る
桜

の
花
を
こ
う
し
て
目
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に
し
て
お
り
ま
す
と
、
亡
き
御
父
君
さ
ま

に
お
仕
え
し

て
お
り
ま
し
た
過
ぎ
し

日
の
、

じ

つ
に
さ
ま
ざ
ま

の
こ
と
が
思

い
出
さ
れ

る
こ
と

で
ご
ざ

い
ま
す
。

そ

し
て
お
な

つ
か
し
さ
と

か
た
じ
け

な
さ

に
涙

に
暮
れ
る
ば

か
り

で

ご

ざ

い

ま

す

L
と

い
う
よ
う
な
意
味

に
理
解

し
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。

生

に
刻

ま
れ
て
い
る
複
雑

な
過
去

の
思

い
出
を

か
み
し

め
な
が
ら
、
そ

の
昔

と
今
と

を

つ
な
ぐ
宿
縁

の
ふ
し
ぎ

さ
に
う

た
れ

る
と
同
時

に
、
た
だ
今
自
分
が

受

け
て
い
る
厚
遇

の
か
た
じ
け

な
さ
を
謝

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ

の
い

っ
さ
い
は
あ
げ

て
命
あ

る
こ
と

の
お
か
げ

で
あ

る
と
思
う
。
そ
う
し
た
思

い
出
、
宿
縁
感
、
あ

り
が

た
さ
ー

そ

し
て
命

の
実
感

の
契
機
を
な
す

の
は
、

ウ
よ
う
ら
ん

繚
乱
と
咲
き

さ
か
る
華
麗

な
枝
垂
桜

の
花
な

の
で
あ

る
。

こ
こ
で

「
命
」
と

い

っ
た
の
に
は
い
さ
さ

か
理
由
が
あ

る
。

こ
の
句
と

い

っ

し

ょ
に
私

は
い

つ
も
次

の
句
を
思

い
出
す
、

い
き

命

ニ

ツ
の
中

に
生

た
る
桜

か
な

こ
れ

は

「
さ
ま
ざ

ま
の
」

の
句

よ
り
三
年
前

の

『
野
ざ

ら
し
紀
行
』

の
旅

の

み
な
く
ち

折

の
吟

で

「
水

口
に
て
二
十
年
を
経

て
故
人

に
逢

ふ
」
と

い
う
前
書
き
を
伴

っ

て
い
る
。

こ
の

「
故
人
」

は
同
郷

の
知
人

で
あ

り
門
弟

で
あ

っ
た
服
部
土
芳
を

さ
し
て
い
る
。
旅

を
終

え
て
帰

っ
た
土

芳
は
、
芭
蕉
が

た

っ
た
今
立

っ
た
と
聞

き
、
跡

を
慕

い
、
滋
賀
県

下
の
水

口
と

い
う
宿
場

で
行
き
逢
う

こ
と
が

で
き

て

終
夜
語

り
明
か
し
た
。
そ

の
時

の
詠

だ
と

い
う
。

長
く
会

え
な
か

っ
た
二
人
が
、

つ
つ
が

な
き
命

を
も

っ
て
再
会

し
得

た
、
そ

の
命
と
命

と
が
純
澄
無
雑

に
照

り
会
う
喜
び

の
場
面

に
、
桜
が
生
き
生
き
と
盛

は

り
の
花

を
開

い
て
、

二

つ
の
命

を
さ
ら

に
輝

か
し
栄
え
あ

ら
し
め
て
い
る
、
と

い
う
句
意

で
、

「
生
き

た
る
」

は
命

ニ
ツ
と
桜

の
花
と

の
両
方

に
言

い
か
け
ら

れ

て
い
る
。

こ
の
句

の

「
命
」
が
、
西
行

の

「
年
た
け
て
又

こ
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な

り
け

り
さ

や
の
中
山
」

(
新
古
今
集
)

の
歌
を

ふ
ま
え
て

い
る
こ
と

は

疑
う
余

地
が

な
い
。
西
行

の
歌

は
、
年
若
く
し
て
越
え

た

小

夜

の

中

山

(
静
岡
県
)

を
、
晩
年

の
奥
羽

へ
の
旅

に
際

し
て
思

い
が
け
ず
も
再
び
越
え

る
機
会

に
遇

っ

た
こ
と

を
、
命
あ

る
こ
と

の
お
か
げ
だ
と

し
て
、
深
く
感
慨
を
催

し
た
も

の
で

あ

る
が
、

こ
の

「
命

な
り
け

り
」

の
単
純
率
直
な
力
強
さ

は
倫
を

絶

し

て

い

る
。

「
命

な
り
け

り
」
と

い
う
語
そ

の
も

の
は
、

『
古
今
集
』

の

「
春
ご
と

に

花

の
さ
か
り
は
あ

り
な
め
ど
あ

ひ
み
ん
事

は
い
の
ち
な
り
け
り
」

(
読
人
不
知
)

な
ど
に
基
づ

い
た
の
で
も
あ

ろ
う
が
、
全
く
西
行
世
界

の
も

の
に
し
て
し
ま

っ

て
い
て
、
極

め
て
切
実

で
あ

る
。
西
行

の
歌

に
は
命
と

い
う
語
を
用

い
た
も

の

が
多

い
が
、

「
今

よ
り
は
い
と

は
じ
命
あ
れ
ば

こ
そ

か
か
る
住
居

の
哀
を
も
し

れ
」

(住
み
け
る
ま
ま
に
庵
い
と
あ
は
れ
に
覚
て

・
異
本
山
家
集
)

の
よ
う
な
、

ふ
と

目
に
付

い
た
歌

の
使

い
ざ
ま

で
見

て
も
、

こ
の

一
語

に
は
た
だ
な
ら

ぬ
重
み
が

あ

る
。

ひ
じ
ウ

仏
道
修
行
ひ
と
す
じ
に
打
ち
込
み
、
浮
世
を
捨
て
き
っ
た
聖
と
し
て
生
き
通

お
こ
こ
ろ

よ
ご
こ
ろ

し
な
が

ら
、
終
生

雄
心
と
世
心
と

を
失
わ
ず
、
そ

の
反
面

で
花
を
惜

し
み
月

に

泣

く
感
傷

に
身

を
任

せ
た
、

こ
の
い
さ
さ
か
怪
物

め
い
た
回
国
遍
歴
僧

の
本
質

を
考

え
て
み
る
の
に
、
平
安

末
か
ら
中
世

へ
か
け

て
の
あ

の
大
動
乱

の
世
を
生

き
抜

い
た
武
入

た
ち
が
体
験

し
た
命

の
重

さ
、
そ
れ

を
こ
の
人

は
最
後

ま
で
失

わ
な
か

っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
私

に
は
見

え
る
。

芭
蕉

は
周
知

の
通
り
西
行

か
ら
多

く
の
も
の
を
学
び
吸
収
す

る
こ
と

を
念
と

し
た
が
、

西
行

の

「
命

」
と
い
う

一
語

の
重

み
を
見
逃

さ
な
か

っ

た

と

こ

ろ

に
、
芭
蕉

の
非

凡
さ
が

う
か
が

わ
れ
る
。

だ
か
ら
、
芭
蕉
が

「
命
」
と

い
う
語

を
用

い
る
と
き

は
、

い
つ
も

西
行
が
念
頭

に
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

「
命

な
り

わ
つ

か

の
笠

の
下
涼

ミ
」
は
小
夜

の
中
山

で
の
吟

で
あ

り
、

『猿
蓑
』

の
歌
仙
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で

の

「
草
庵

に
暫
く
居
て

は
打
や
ぶ
り
」

の
芭
蕉

の
句
と
、

こ
れ

に

付

け

た

お
も
か
げ

「
い
の
ち
嬉

し
き
撰
集

の
さ
た
」
の
去
来

の
句

と
は
ま
さ
し
く
西
行

の
俤

に
ょ

る
句
作
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
芭
蕉

に
は
、

「
命

」
を
桜

の
花

に
結
び
付
け
、
桜

を

「
命
」

の
象
徴

と
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

は
な
や

か
な
桜

の
花

は

芭
蕉

に
は
そ
う
見

え
た
の
だ

ろ
う

し
、
あ

る
い
は
西
行
が
あ
れ

ほ
ど

に
花
を
愛

し
た
こ
と
が
契
機

の

一
つ
と

な

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

「
さ

ま

ざ

ま

の
」

の
句

の
と

こ
ろ
で

「
命
」
と

い
う

こ
と
を
持

ち
出
し
た

の
は
、
そ
う

い
う

理
由

か
ら

で
あ

る
。

さ

て
芭
蕉

は
、
西
行

の
本
質
を
な
す
命

の
重
み
を
自
分
で
も
体
得

し
よ
う
と

努

め
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
時
代

の
違

い
、
人
間
的
本
質

の
違

い
、
さ
ら
に

は
和
歌
と
俳
諧
と

の
体
質
的
な
違

い
は
い
か
ん
と
も
な
し
が
た
か

っ
た
。

そ
の

命

の
重
さ
も
結
局

は
観
念
上
だ
け

に
お
わ

っ
て
し
ま

っ
て
、

「
命

な
り
け

り
」

の
す
さ
ま
じ

い
迫
力
を
追
認
す
る

こ
と

は
つ
い
に
で
き

な
か

っ
た
。
彼

の
芸
術

で
は
、
命

の
重
さ
が
あ
る
ゆ
え

に
い
よ

い
よ
無
常

の
観
念
が
深

い
と

い
う
生

ま

や
が

身

の
深
刻
さ

は
表
わ
さ
れ
ず
、

「
頓

て
死
ぬ
け
し
き

は
見

え
ず
蝉

の
声
」

の
句

に
見
る
よ
う

に
、
命
を
透
け
て
す
ぐ

に
無
常

と
死
が
見

え
て
し
ま

っ
て
い
る
。

こ
れ
を
芭
蕉

の
限
界
と

い
う
な
ら
そ
う
も

い
え
よ
う
が

、
し
か
し
西
行

は
西
行

、

芭
蕉

は
芭
蕉
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
本
性

を
尽

し
て
い
る
の
で
、

こ
れ

で
い
い
の
だ

ろ
う
。

た
だ
、
そ

の
芭
蕉
が
芭
蕉

で
あ

る
た
め
の
欠
く

こ
と

の
で
き

な
い
理
想

像
が

西
行

だ

っ
た
と
い
う

こ
と

は
、

ま
ぎ
れ
も
な

い
事
実

で
あ

る
。

二

苔
清
水

様

々
園
を
出

て
、
吉
野

へ
急

い
だ
。
吉
野

に
着

い
た
の
は

一
時
を
過
ぎ
た

こ

ろ
で
、

こ
ん
で
い
た
。
ま
ず
行
く
先

は
.奥

の
千
本

の
さ
ら

に
奥

の
西
行

庵
址
と

心
に
決

め
て
あ

る
。

ロ
ー
プ

ウ

エ
イ

の
終
点

の
吉
野
山
駅

の
掲
示
で
、
竹

林
院

前

か
ら
奥

の
千
本
ま

で
の
バ

ス
が
出
て

い
る

こ
と
を
知

っ
た
。
発
車

寸
前

に
危

う
く
飛
び
乗

っ
た
バ

ス
は
、
時

々
肝
を
冷

や
す
崖

ぶ
ち
を
う
ね
る
奥

吉
野
有
料

き
ん

ぷ

道
路
を
登

っ
て
奥

の
千
本

の
終

点
に
着

い
た
。
奥

の
院
金
峰
神
社

の
参
道
前

で

あ
る
。

バ

ス
の
人
に
聞
く
と
、

西
行
庵

は
神
社

よ
り
さ

ら
に
奥

へ
進

む
の
だ
そ

う
で
あ

る
。

ト

コ
ト

コ
と
歩
く
。
そ
れ

ほ
ど
急

な
坂
路

で
も

な
く
、
昔
伝
え
聞

い
て
い
た
昼

な
お
暗

い
森

々
た
る
山
路

で
も

な
か

っ
た
。

こ
じ
ん
ま

り
と
古
雅

な
金
峰
神
社

の
社
殿

か
ら
右

へ
折
れ

て
、

し
ば
ら
く
杉
木
立

の
中

の
路
。
そ

こ

を
過
ぎ

る
と
、

ハ
イ

キ
ン
グ

コ
ー
ス
じ
み
た
明
る

い
山
路

に

な

る
。
右

手

は

丘
、
左
手

は
谷
。
そ

の
谷

へ
の
下
り
路

の
角

に

「
苔
清
水
」

の
標
示
が
あ
る
。

ト
ン
ト
ン
と
下
る
と
、
す
ぐ
そ

こ
に
、
岩
肌
を
潤

す
清
水
が
目

に

は

い

っ

た
。
三
、
四

メ
ー
ト
ル
に
も
足
り
ぬ
が

、
山
滝

の
さ
ま
で
、
苔

む

し

た

岩

肌

う
が

く
ぼ

み
ぞ

そ
う

し
た
た

の
、
水

の
力

に
穿
た
れ
た
垂
直
な
窪

み

の
溝
を
、
淙

々
と
声
を
立
て
て
流

れ
滴

っ
て
い
る
山
清
水

で
あ
る
。

前

に
来
て

い
た
若

い
女
性

二
人
が

コ
ッ
プ

で
す
く

っ
て
飲

ん
で

い
る
。
私

も

の

ど

こ
の
清
水

の
存
在
を
期
待
し
て
、
咽
喉

を
か
ら
か
ら

に
し
て
辿

り
着

い
た

の
で

あ

る
。
両
手

に
む
す
ん
で

口
に
ふ
く
む
。

氷
を
と
か
し
た
よ
う
に
冷

た
く
、
癖

の
な

い
う
ま

い
水
で
、
苔

の
香
り
が
微

か
で
あ
る
。
甘
露

と

は
ま
さ

に
こ
れ
で

あ

ろ
う
。

清

水

の
向

っ
て
右

の
草

む
ら
の
中

に
、
苔

の

つ
い
た
石

を
二

つ
重
ね
、
下

の

石
に

「
苔
清

水
」
と
彫

り
、

上
に
、

露
と
く
く

試
に
浮
世
す
x
か
は
や

の
芭
蕉

の
句
が
刻

ん
で
あ

る
。

『
野
ざ
ら

し
紀
行
』
中

の
句

で
あ

る
。
ま
た
清

水

の
左
手

に
は
木

の
札

を
立

て
、

一10一



春
雨
の
木
下
に
つ
た
ふ
清
水
哉

の

『笈

の
小

文
』

の
中

の
句
が
し
る
し
て
あ
る
。

西
行

の
行
実

を
慕

っ
て

こ
こ
ま
で
足
を
運
ん
だ
芭
蕉

は
、

こ
の
昔

の
ま
ま

の

苔
清

水
を
見

て

い
か

に
喜

悦
し
た

こ
と

で
あ

ろ
う
。

お
そ
ら
く
う
や
う
や
し
く

口
に
ふ
く
み
も
し
た

に
ち
が

い
な

い
。
紀
行

の
中

に
は
、

ば
か
ウ

西
上
人

の
草

の
庵

の
跡

は
、
奥

の
院
よ
り
右

の
方

二
町
計

わ

け

入

ほ

し
ば

ど
、
柴

人
か
よ
ふ
道

の
み
わ
つ
か

(
に
)
有
て
、
さ
が
し
き
谷
を

へ
だ

て

た
る
、

い
と

た
ふ
と
し
。
彼
と
く
く

の
清
水

は
む

か
し

に
か
は
ら
ず
と

み
え

て
、
今
も
と
く
く

と
雫
落
け

る
。

と
し
る
し
、
続

い
て

「
露
と
く
く

」

の
句
が
掲
げ
て
あ
る
。

こ

の

「
露

と
く
く

」
の
句

は
、
西
行

の
歌
と
伝
え
ら
れ
る
「
と
く
と
く
と
落

つ
る
岩

間

の
苔

清
水
汲
み
干
す
ほ
ど
も
な
き
住
居
か
な
」
を
踏
ま
え
て

い
る
。

西
行

の
行
跡

に
な
ら
う
こ
と
で
、
わ
が
心

の
俗
情

を
洗

い
す
す
ぎ
た

い
と

い
う

心
で
あ
る
。

「
春
雨

の
」

の
句
は
、
清

水

の
細
や
か
な
静
け
さ
と
美

し
さ
と
を

暗
喩

的
に
表

わ
し
た
も

の
で
あ
る
。

苔
清

水
か
ら

二
百

メ
ー
ト

ル
ぽ

か
り
細

い
路
を
だ
ら
だ
ら
と
南

へ
下
る
と
、

林
と
な
り
、
中

に
ち

ょ

っ
と
し
た
平
地
が
あ

っ
て
、
草
庵

の
さ
ま

に
模
し
た
小

さ
な
建
物
が

半
ば
朽
ち
て

い
る
。
傍

の
標
示
板

に
、

こ
こ
が
愛
染
と
呼
ば

れ
る

地
で
、
西
行

山
居

の
跡
だ
と
あ
り
、

「
と
く
と
く
と
」

の
歌
も
書
き
添
え
て
あ

る
。

こ
の
歌
が
西
行
作
と

い
う
確
証
が
な

い
と
同
様

に
、

こ
の
地
が
西
行

庵
居

の
跡
と

い
う
確
証
も
ま
た
な

い
の
が
事
実

で
あ
る
。
た
だ
西
行
が
吉
野

の
奥

に

こ
も

っ
た

こ
と

は
た
し

か
で
あ
り
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
地
形

・
状
況
か
ら
み
て

も
、

ま
た
二
町
ぼ

か
り
上

に
安
禅
寺
と

い
う
大
寺
院
が
そ

の
当
時
あ

っ
た

こ
と

か
ら
推
し
て
も
、

ま
ず
庵
居
す

る
と
す
れ
ぽ

こ
の
辺
だ

ろ
う
と
想
定
さ
れ

て
い

る
の
で
あ

る
。
芭
蕉
も

こ
こ
に
来

て
こ
こ
を
西
行
庵
居

の
地
と
信

じ
て
、
低
回

す
い

し
た
の
で
あ

ろ
う
。
今

は
訪
れ

る
人
も

わ
り
あ

い
あ

っ
て
、
幽
邃

の
雰
囲
気

は

う
ぐ
い
す

や
や
そ

こ
な
わ
れ

た
感

じ
も
す

る
が
、
さ
す
が

に
山
鶯

の
声
が

し
き

り
に
し
、

そ

の
他

の
小
鳥

の
声
も
交

じ
る
。

さ

て
、
西
行
が
事
実

こ
こ
に
庵
を
結
び
、

か
の
苔
清
水
を
汲

ん
だ

か
ど
う

か

は
知

り
得

な
い
が
、
そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
が

こ
こ
を
そ
う
と
信

じ
た

こ
と

に
よ

っ
て
、

西
行

か
ら
芭
蕉

へ
伝
統

し
た
も
の
を
は

っ
き

り
目

の
前

に
し

た
思

い
だ

っ
た
。

『
笈

の
小
文
』

の
中

に
あ

る
有
名

な

一
節
、

「
西
行

の
和
歌

に
お
け

る
、
宗
祗

の
連
歌

に
お
け

る
、
雪
舟

の
絵

に
お
け

る
、
利
休
が
茶

に
お

け

る
、
其
貫
道
す

る
物

は

一
な

り
。

し
か
も
風
雅

に
お
け

る
も

の
、
造
化

に
し

た
が

ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
」
が
浮

ん
で
き

た
。
芭
蕉

に
と

っ
て
西
行
と

は
、

ぐ

ど
う

浮
世
を
捨

て
た
求
道

一
途

の
高
士

で
あ

り
、
同
時

に
造
化

に
随

っ
て
四
時
を
友

と
し
た
風
雅

の
道

の
先
達
と
し

て
、
最
高
無
比

の
理
想
像

で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。

三

吉
野
の
桜

帰
り

は
バ

ス
を
止

め
て
歩

い
た
。
金
峰
神
社

か
ら
下

の
方

の
道

の
左
手
が

い

わ
ゆ

る
奥

の
千
本
だ
が
、
さ

ほ
ど
目
を
驚

か
す
花

の
山
と
も
見
え
な
か

っ
た
。

た
だ
道

の
傍

の
そ

こ
ご
こ
に
老
木

の
桜
が
花
を

つ
け

て
、
深
山

の
桜
ら
し

い
風

つ
つ

じ

じ
よ
う

み
く
ま
り

情
を
見

せ
て

い
る
。
や
が

て
躑
躅
が
城
跡
を
過
ぎ
、
水
分
神
社
。
山
深
く
鎮
座

み
つ
む
ね

し

て
、

三
棟
造
り

の
古
雅
な
た
た
ず
ま

い
の
社
殿

の
前
庭

に
、
中
ぐ
ら

い
の
大

き
さ

の
枝
垂
桜
が

い

っ
ぱ

い
の
花
を

つ
け
て
咲
き
盛

っ
て
い
た
。

少
し
行
く
と
世
尊
寺
跡
と

い
う
標
識

の
出
て

い
る
横

に
眺
望
絶
佳

と
添
え
書

き
し

て
あ
る

の
で
、
試
み

に
そ

の
展
望
台

に
立

っ
て
み
た
。
と
、
た
ち
ま
ち
眼

下

に
眺
望
が
開
け
た
。
上

の
千
本
か
ら
中

の
千
本

へ
か
け
て

の
桜
が
、
山
腹
や
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こ
ん
こ
う

か
つ
ら
ぎ

ウ
ゆ
う
も
ん

谷

間
を
う
す
赤
く
彩

っ
て

つ
づ

い
て
い
た
。
金

剛

・
葛

城

・
龍
門

の
峯

々
が
遙

ざ

お
う

か

の
空
際

に
霞

み
、
や
や
近
く
の
小
高

い

一
角

に
は
蔵

王
堂

の
屋
根
が
浮

ん
で

い
る
:
…
・。

は
な
や
ぐら

さ
ら
に
下

っ
て
花
矢
倉
。
源
義
経

の
忠

臣
佐
藤
忠
信
奮
戦

の
所

と
伝
え
ら
れ

る
。

こ
こ
で
見

る
と
、
世
尊
寺

跡
か
ら
僅

か
下

っ
た
ば

か
り
だ

の
に
、
際

立

っ

て
眺
望
が
増

し
た
。

近
景
、
中

影
、

遠
景

の
す
べ
て

の
花

の
景
色
が
備

わ
る

の

だ
。
私

は
ウ

ッ
と
息

を

の
ん
で
、
我

を
忘

れ
、
陶
然

と
花

の
交
響
楽

の
妙
世
界

に
溺
れ
込
ん
だ
。

そ
こ
か
ら
始
ま
る
九
十
九
折
、
右

も
左

も
前
も
後

ろ
も
、
た
だ
桜

、桜

、桜
。

と
り
わ
け
右

手
に
見
上
げ

る
斜

面
は
、

花
で
蔽

わ
れ
、
滝

が
か
か

っ
て

い
る

よ
う
に
見

え
る
の
で
、
滝
桜

の
称
が
あ

る
と

い
わ
れ
る
と
か
。
思

い
合

さ
れ
る

し
ず
が

の
は
謡
曲

『
吉
野
静
』

に
あ

る

「
み
吉
野

の
霞

の
う
ち
の
花

の
滝
」

の
文

句
で

あ
る
。

こ

の
辺

り
に
宴

を
開

い
て

い
る
人

々
も
見

か
け
る
。

た
た
ず

ん
だ
り
歩

い
た
り
上
を
仰

い
だ
り
左
右

を
見
回
し
た
り
、
私

は
ひ
た
す

ら
美

を
貧

り
花

に

酔

っ
た
。

し
ろ
や
ま

思
う
に
、
吉
野

の
桜

は
山
桜

の

一
種

で
あ

る
。
白
山
桜
と
物

の

本

に

は

あ

る
。

近
時

日
本
中

の
至
る
所

に
見
ら
れ
る
染
井
吉

野
と
は
全
く
異

る
品
種

で
あ

る
。
染
井
吉

野
は
吉

野

の
名
が
付

け
ら
れ

て

い
る
が
、

近
世
末
期

に
な

っ
て
江

戸

の
染
井

の
地
に
住
ん
だ
植
木
屋
が

人
工
的

に
造

り
出

し
た
新
品

種

だ

そ

う

で
、
吉

野

の
山
桜

と
は
関
係
が

な

い
。
大
枝
が
横

に
伸
び
広
が

り
、
葉

の
出

る

ぱ
ん
だ

よ
り
前

に
万
朶

の
花

が
繚

乱
と

一
時

に
咲
き
温
れ

る
完
全
斉
整

の
趣

は
近
代
入

の
嗜
好

に
ぴ

っ
た
り
で
、
忽

ち
に
普
及

し
て
桜

の
王
者
と

め
で
ら
れ

る
に
い
た

き

れ
い

っ
た
。
確

か
に
見

た
目

に
は
し
ご
く
綺
麗

で
あ

る
が
、

し
か
し
こ
れ

は
造
花

に

似

た
人

工
的

な
美

で
、
あ

り

っ
た
け

を
余
す
所
な
く
あ
ら
わ

し
き

っ
て
、
含
蓄

の
浅

い
う
ら
み
が
あ

る
。

私

は
山
桜

の
孤
高

の
美
し
さ
を
年
齢

の
進
む
と
共

に
愛
す

る
よ

う

に

な

っ

た
。
山
桜

は
、
枝
を
連
ね

る
こ
と

の
多

々
ま
す
ま
す
弁
ず

る
染
井
吉
野
と
違

っ

て
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
個

々
に
そ

の
美
を
完
成
し
て

い
る
。

枝
も
横

に
広

が

さ
が

る
こ
と
が
少
な
く
、
山
間

の
木

の
性
を
む
き
出
し

に
上

に
伸
び
る
。
赤
み
を
帯

び
た
葉
が
花
と
共

に
出
る
。
花

は
淡
白

で
し

っ
と
り
と
潤

い
が
あ

る
。
深

い
山

と
き

わ

な
ど

で
は

一
株
が
黒

っ
ぽ

い
常
盤
木

に
ま
じ
り

こ
ん

で
い
て
、
寂
し
く
幽
か
な

美
し
さ
を
そ

っ
と

に
じ
ま
せ
る
。
総
じ
て
そ

の
美

し
さ

は
、
淡
白

で
幽
寂

で
高

貴
な

の
だ
が
、
そ
れ

で
い
て
ふ
し
ぎ
と
艶
麗
な
風
情
も
あ
る
。
清
艷

と

で
も

い

っ
た
ら

い
い
か
。
そ
れ
と
も
妖
艶
か
、
f

こ
の
世
な
ら
ぬ
、
う
す
気
味
わ
る

い
ほ
ど

の
神
秘
さ
、
鬼
気
妖
気
さ
え
も
ひ
そ
ま
せ
て

い
る

の
で
。

吉
野

の
花

は
、

こ
の
孤
高
、
幽
艶
、
妖
幻

の
美
を
自
ら
完
成
す
る
白
山
桜

の

連
り

で
あ
る
。

一
本

一
本
が
そ
れ
ぞ
れ
に
孤
絶

の
美

を
発
揮

し
な
が

ら
、
同

時

げ
ん
じ
よ
う

に
ま
た
互

い
に
映
発

し
あ

っ
て
、

大

い
な
る
美

を
現

成
し
て
く

る
。

だ
か
ら
こ

の
山

の
花

の
美

は
底
が
深

い

の
だ
。

は
い
か
い

花

に
酔

っ
て
俳

徊
す
る
う
ち
、
花

の
美

し
さ
に

つ
い
て
の
思
念

だ
け
が

心
に

あ

っ
た
。

そ

の

一
つ
、
ふ
と
思

っ
た

の
が
、
吉
野

の
桜

を
背
景

に
く
り
ひ
ろ
げ

こ
ま

ら
れ
る

『道
行
初
音
旅
』
ー

『義
経
千
本
桜
』

の
一
齣
ー

の
舞
台

で
あ

せ
ん
け
ん

ぎ
つ
ね

る
。

こ
れ
は
憂

い
に
閉

さ
れ
る
嬋
妍

た
る
麗
姿

の
静
御
前

と
、

亡
き

母
狐

を
慕

け
ん
ら
ん

う
子
狐
の
化
身
た
る
佐
藤
忠
信
と
が
吉
野
の
花

の
中
で
踊
り
連
れ
る
絢
爛
た
る

ゆ
う
え
ん

け
し
よ
う

場

面
だ
が
、
幽
婉

の
美
女

と
化
性

の
物
と

を
幻
想
さ

せ
る
何

か
が

こ
こ
の
桜

に

は
あ

る
と
思
う
。

こ
の
場
面

を
構
成

し
た
芸
術
家

の
審
美
感

は
実

に
見
事
と

い

う

ほ
か
は
な
い
。

だ
が
思

え
ば
、

日
本

の
芸
術
と

い
う
も

の
は
多

か
れ
少

な
か
れ

こ
の
山
桜

の

美
と
通

い
あ
う
要
素

を
持

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
絵

で
も
建
造
物

で
も
音
楽

で
も

文
芸

で
も
。

こ
と

に
和
歌
、

な
か
ん
ず
く

『
新
古
今
集
』

の
幽
玄
美

・
妖
艶
美
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は
全
く
白
山
桜

の
美
そ

の
も

の
で
あ

る
。

西
行

は

『
新
古
今
集
』

の
代
表
的
大
歌
人
だ
が
、
彼

の
場
合

は
桜

の
美
な
ど

と
い
う
な
ま
や
さ
し
い
段
で
は
な
い
。
彼

に
と

っ
て
桜

は
、
美

の
素
材

で
も
な

け

れ
ば
、
美

そ
の
も

の
で
さ
え
な
い
。
彼

に
と

っ
て
桜

は
、
愛

そ

の

も

の
、

「
命

」
そ

の
も

の
で
あ

っ
た
。
ず

っ
し
り
と
重

い

「
命
」

の
全
重
量

を
投
げ
懸

け
た
、

す
さ
ま
じ

い
ば

か
り

の
愛
執

で
あ

っ
た
。
彼

の
桜

に
関

す
る
歌

は
彼

の

総

歌
数

の
十
七

・
八
パ
ー

セ
ン
ト
に
も
及
び
、
そ
の
う
ち

の
大
半
が
吉
野
山

の

桜

を
詠

ん
だ
も

の
で
占

め
ら
れ

て
い
る
。

,

吉

野
山
雲

を
は
か
り
に
尋

ね
入
り
て
心
に
か
け
し
花

を
見

る
か
な

(
山
家
集
)

あ
く
が

る
る
心
は
さ
て
も
山
桜

ち
り
な
ん
後

や
身

に
か

へ
る
べ
き

(山
家
集
)

桜

に
対
す

る
異
常

な
ま
で

の
愛
執

を
な
ま
の
ま
ま
投
げ
出

し
て

い
る
。

ぐ

も
ろ
と
も

に
我
を
も
具
し
て
散

り
ね
花
う
き
世
を

い
と
ふ
心
あ
る
身
ぞ

(山
家
集
)

散
る
時
は
私
を
連
れ
て
逝

っ
て
く
れ
と
花

に
呼
び
か
け

て
い
る
歌
で
、

「
う

あ
き
ら

き
世
を

い
と
ふ
心
あ
る
身
」
な
ど
と

い

っ
て
い
る
が
、

こ
れ

は
無
常
を
諦
め
た

仏

道
者

の
心
境
な
ど
と

い

っ
た
も

の
で
は
な

い
。

や
け
く
そ
な
花

へ
の
執
着
ぶ

り
を
表
わ
し
て

い
る
。
た
だ
西
行

の
場
合

は
、

こ
の
愛
執
も
仏
道
と
背
馳
す
る

も

の
で
は
必
ず

し
も
な
か

っ
た
ろ
う
。

と

い
う

の
は
桜
は
古

来
真
言
密
教

の
道

場
た
る
吉
野
山

の
中

心
本
尊
仏
蔵

王
大
権
現

の
神
木

と
崇

め
ら
れ
た
花
木

で
あ

る
し
、
真
言

の
教
理
で
は
人
間
の
愛

と

い
う
も

の
は
必
ず

し
も
否
定

さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
。

だ
か
ら
桜

は
西
行

に
は
仏
菩
薩

に
も
等

し
か

っ
た

の
だ
ろ

う
。さ

て
、
花

の
季
節

を
選

ん
で
再

び
吉

野
に
登

っ
た
芭
蕉

の
、
そ

の
時

の
花

の

句

は
次

の
五

つ
で
あ

る
。

ω

桜
が
り
き

ど
く
や
日

々
に
五
里
六
里

(笈

の
小
文
)

働

日

は
花

に
暮
て
さ
び
し
や
あ
す
な
ら
ふ

(

〃

)

㈲

扇
に
て
酒
く
む
か
げ
や
ち
る
桜

(

〃

)

ω

花
ざ

か
り
山

は
日
ご

ろ
の
あ
さ
ぼ
ら
け

(
芭
蕉
庵
小
文
庫
)

㈲

し
ば
ら
く

は
花

の
上

な
る
月
夜

か
な

(初
蝉
)

吉
野

の
花

の
美

し
さ

を
奥
深
く

つ
か
ん
で
い
る
の
は
さ
す
が
だ
が
、

よ
く
見

る
と
、

花
を
、
あ

る
い
は
花

へ
の
愛

を
、
真
正

面
か
ら
即
実
的

に
描

い
た
も

の

は

一
つ
も
な
い
。

ω
は
風

狂
ぶ
り
を
描

い
た
も

の
。
図

は
対

照
的

な
寂

し
い
物

を
詠

み
、
④

は
日
常
的

な
景
を
意
外

だ
と

す
る
こ
と
で
驚
嘆
す

べ
き
絶
景

を
裏

に
ほ

の
め
か
し
て
い
る
。

㈲
は
花
月

の
景

だ
が
、
月

に
焦
点

を
あ

て
、

し
か
も

し
ゆ
ゆ

そ
の
佳
景

の
須
臾

を
嘆

く
。
③

だ
け
が

ま
と
も

だ
が
、
取

り
合

せ
た
人
事
的
光

景
が
能

の
型

を
演

じ
て
い
る
と

い
う

こ
と

で
虚
事

に
な

っ
て
い
る
。
す

べ
て
が

桜
と

い
う
実

を
虚
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、

ま
た
逆
説
的
表
現

に
な

っ
て

い

る
と
も

い
え

る
で
あ

ろ
う
。

こ
う
い
う
表
現

と
い
う
も

の
が
俳
諧

の
特
徴

で
あ
り
、

ひ
い
て
は
芭
蕉

の
芸

ヘ

へ

術

の
本
態

で
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
実

を
実

の
ま
ま
ひ
た
す
ら
う
た
い
あ
げ

る
西
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行

の
態
度
と

は
根
本
的

に
違

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
さ
す
が

の
芭
蕉
も
、
吉

野

の
花

に
む

か

っ
て
は
西
行

の

「
命
」
を
追
体
験
す

る
こ
と

は
で
き
な

か

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

『
笈

の
小
文
』

で
は

「
わ
れ

い
は
ん
言
葉
も
な
く
て

い
た
づ
ら

に
口
を
と
ち
た
る
い
と

口
を
し
」
と

い

っ
て
筆
を
投
じ
て

い
る
。
西
行
と
芭
蕉

と

の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
汲
み
尽
せ
ぬ
問
題
が
あ
る

の
だ
が

…
…
。

靉

考
え
下
り
の
路
を
辿
る
う
ち
、
上
の
千
本
も
過
ぎ
、
勝
手
神
社
か
ら
蔵

王
堂

の
あ
た
り
に
さ
し
か
か

っ
た

こ
ろ

に
は
、
日
も
傾

い
て
き
た
。
中

の
千
本纔

あ
た
り

の
や
や
盛
り
を
過
ぎ
た
花
が
夕
影
を
帯
び
、

は
ら

は
ら
と
散
る
花
が
白

さ

を
増

し
た
。

こ

の
同
じ
年
同
じ
月

の
末
日

の
朝
日
新
聞

に
、
歌
人
前
川
佐
美

雄
氏

の

「
花

の
醍
醐
味
」
と
題
す
る
随
筆
が
載

っ
た
。

同
氏

は
私

の
行

っ
た
日
か
ら
四
日
前

の
十
三
日
に
、
上

の
千
本
、
水
分
神
社
付

近
を
訪
れ
て
景
観

を
ほ
し

い
ま
ま
に

、鬱

し
た
由

で
あ

る
。
同
氏
が
朝
と
夕
と

の
景
を
見

た
と

い
う

こ
と
を
除
け
ば
、
大

体
私

の
目

に
し
た
と

こ
ろ
と
同

じ
の
よ
う

で
あ

る
。

前
川
氏

の
随
筆

の
末
尾
が

い
た
く
私
を
打

っ
た
。

1

あ

る
目
あ
る
と
き
、

に
わ
か
に
谷
風
が
吹
き
、
花

を
虚
空

に
舞

い

あ
げ

る
、

た
め
に
天
日
く

ら
む
ほ
ど
。

そ
の
花
が
竜
巻

の
よ
う

に
吹
き

お

だ
い

ご

ろ
し
て
く
る
。

す
で
に
全
山
花

は
な
い
。

こ
れ
を
吉
野

の
花

の
醍
醐
味
と

い
う
が

、
そ
れ

に
あ

え
る
の
は
い

つ
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の

一
節

は
私

を
恍
惚
と

さ
せ
た
。

た
し
か
に
桜

と
い
う
も

の
は

一
時

に
散

る
も

の
だ
。

こ
と

に
吉
野

の
桜
と
き

た
ら
き

っ
と

全
部
が

い

っ
ぺ
ん
に
散

る
に
ち
が

い
な
い
。

そ
の

一
時
が
来

た
ら
、
微
紅

を
お
び

た
お
び

た
だ
し
い
白
雪
片
が
空
中

に
浮

き
漂

い
、
天

目
を
暗

ま
せ
、
忽

ち
に
し
て
竜
巻

の
よ
う

に
降

る
の
だ

ろ
う
。

何
と

い
う
美
!

何
と

い
う
神
秘
!

何
と

い
う
妖

し
さ

ー

め
い
じ
ゆ
う

そ
の
花

の
秘
儀

は
、

こ
れ
を
目
に
し
た
瞬
間
が
命
終

に
結

び

つ
き

そ
う
な
、

身

の
毛

の
よ
だ

つ
思

い
が
あ

る
。

そ
の
日
に
あ

い
た
く
も
あ

る
が
、

し
か
し
お

そ
ろ
し
い
。

〔付
記
〕

伊
賀
上
野

の
様

々
園

は
非
公
開

で
あ

る
の
に
入
園

で
き

た
の
は
、
芭
蕉
翁

記
念
館
長
桃
井
康
隆
氏

の
懇
切

な
お

口
添

え
の
賜

で
あ

る
。
同
館
長

に
は

宿

の
こ
と

か
ら
何

か
ら
す

べ
て
お
世
話

に
な

っ
た
。

な
お
服
部

土
芳

の
墓

は
、
上
野
市
立
図
書
館
長
山
本
茂
貴
残

の
丹
念
な

探
索

の
結
果
先
年
発
見
さ
れ

た
。
桃
井
氏

の
御
紹
介

で
そ

の
当

の
山
本
氏

に
お
会

い
で
き
た
上

に
、
山
本
氏

の
ご
厚
意

に
よ

っ
て
車
で
そ

の
墓

の
あ

る
郊
外

の
西
蓮
寺
ま

で
行
き
ご
案
内

い
た
だ

い
た
。

両
館
長

に
心

か
ら

の
謝
意
を
表
す

る
。
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