
137『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月 136 『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月

表2．地誌等史料一覧
No. 和暦

西暦 文献 内容 概要

1

享和 3年
（1803）
～

文化 6年
（1809）

『新編会津風
土記』巻五十
五「陸奥国耶
麻郡之五」

金川寺　境内東西三十一間南北十五間年貢地　村中西頬にあり、
松峰山と號す、曹洞宗会津郡南青木組青木村惠倫寺の末山なり、
開基の年代詳ならず、昔若狭國小濱より一人の老尼來たりて勝
地を相し、この村の地頭石井丹波守に請て一宇を建立す、地名
に因て金川寺と號せりみづから彌陀の靈像を刻て本尊とす、長
二尺六寸あり住職年を經て八百歳の齢を保てり、因て世にこれ
を八百比丘尼と云、別に法諱ある事を知るものなし、又此寺の
前に鶴淵と云淵あり、其側に大なる奇石二つ並べり、其形狀奔
馬に似たり因て歌あり、
詠人不知　会津山麓の里の阿彌陀堂霞かくれの鶴淵の駒
縁起の載する所斯の如し、此寺昔は村の辰巳の方十町餘を隔て
堂島川の南にあり天正巳丑の亂に兵燹に罹て後此地に移せりと
ぞ今猶礎石あり此所の前に淵あり卽ち鶴淵なり　又俗説に此
八百比丘尼は秦勝道が女なり、勝道は秦川勝が孫にて朝に仕て
諫諍し讒者のために放逐せられ、和銅元年此地に來り会津山の
麓に謫居す、里長の女に相馴れて養老二年正月元日に此比丘尼
を生めり、勝道かねて庚申を尊崇し村の父老を集めて庚申講を
營しに、ある日駒形岩の邊鶴淵の底より龍神出て大衆を饗應す、
中に九穴の貝あり、人怪て食はず道に棄しを勝道拾て家に歸る、
此比丘尼採て食しゆえ壽を保てりと云、此説縁起と異なりいづ
れも來歷證とすべきなし。

会津藩官選の地誌

2 寛文 6年
（1666）

『会津風土記』
「金川寺」

在金川村。八百比丘尼建之。自刻弥陀像。置焉。前淵曰鶴淵。
側有二石、其形似馬。尼詠歌曰、阿比豆也麻　布毛登乃佐登農　
阿弥陀多宇　加須美加久礼之　都流布知之古麻。尼者、世之所
謂、若州白子比丘尼也。

保科正之立案により
編纂

3 寛文 12年
（1672）

『会津旧事雑
考』巻八

河沼郡代田村弥陀寺焚也。伝曰、此寺、昔若狭八百比丘尼草創。
手刻弥陀像安置。尼者、若州小浜之産、而長寿也。故為名云。且
金川邑金川寺、亦尼創也。彼村主石井丹後時也云。然年序未詳。

保科正之の命により
家老柳瀬正真が編纂

4 文政 11年
（1828）

『新編武蔵国
風土記稿』巻
之百五十四

（水判土村）慈眼寺
地蔵堂。黄金佛にて長一寸八分、傳へ云此像は八百比丘尼の守
護佛にて、壽地蔵と呼べりと。門外に石標を立て共舊跡なるこ
とを示す、此像も中古荒廢より以来、何れへか失ひて見えざり
ければ、代々の住僧深く是を愁へ、諸方を尋ねけれども求め得
ざりしに、享保年中はからず境内土中より掘出せしと云、其語
り岩洞の内に安じ、岩の裏に孝の字かすかに見え、其左右に
八百比丘尼大化元年とありしよしなれど、秘佛なりとて見るこ
とを許さず、又かの尼が手づから植し木あり、先年枯れて今二
王門の庇の下に片寄てあり、太さ五圍に餘り、木理檟の木と見
ゆ、彼尼が植たることは姑く置きて、いかさま數百歳をへしも
のと思はる、さてこの尼は上古若狭國にありて、常に延命地蔵
を信じ、一千の小石を集めて多年の供養を重ねしかば、其功徳
により悟道徹底し、遂に人間の塵縁を免れ、妙齢不老にして
八百歳の壽を保てりと云、或は云彼尼は若州小松原の産なりし
が、幼時父海濱に釣して怪き魚を得たり、即ちこれを食はしめ
しに、夫より年を重ぬといへども、容貌衰へず、同國後瀬山の
麓空印寺境内の岩洞に隠れ住、遂に八百歳に及ぶ、故に人呼で
かく名付くと、肌膚至て白かりければ、一に白尼ともよぶ、寶
徳年中洛に至り、常に源平盛衰のさまなど、面のあたり見たり
とて物語せしと云、寶徳より大化元年まで八百年に餘れば、計
へ来てかくは呼しなるべし、いかにも妄誕の説に似たれど、舊
く云傳ふることなれば、若狭國志等によりてほぼその傳をしる
しをきぬ。

昌平坂学問所地理局
による事業で編纂

◆ キーワード　松尾芭蕉／句碑／翁塚／存疑句／誤伝句

松
尾
芭
蕉
の
句
碑
と
語
ら
れ
る
伝
承

　

 

―
江
戸
時
代
建
立
の
句
碑
を
基
に
し
て
―

玉 

水　
洋 
匡

は
じ
め
に

東
京
都
豊
島
区
目
白
に
学
習
院
と
い
う
学
校
が
あ
る
。
そ
の
敷
地
の
一

角
に
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
が
建
っ
て
い
る
。
松
尾
芭
蕉
が
晩
年
詠
ん
だ
「
目

に
か
か
る
時
や
こ
と
さ
ら
五
月
富
士
」
の
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
傍
ら
に

設
置
さ
れ
て
い
る
案
内
板
に
よ
れ
ば
、
こ
の
句
碑
は
江
戸
時
代
の
文
化
七

年
（
一
八
一
〇
）
に
地
元
の
俳
人
で
あ
る
金
子
直
徳
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
。
建
立
さ
れ
た
当
時
は
こ
の
地
に
富
士
見
茶
屋
が
あ
り
、

多
く
の
人
々
が
訪
れ
た
と
い
う
。
現
在
は
木
々
が
生
い
茂
っ
て
し
ま
い
、

こ
こ
か
ら
富
士
山
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
付
近
の
建
物
を
「
富
士

見
会
館
」
と
い
い
、
名
称
に
そ
の
名
残
を
留
め
て
い
る
。
学
校
の
敷
地
と

な
っ
た
た
め
に
、
富
士
見
茶
屋
は
す
で
に
姿
を
消
し
、
伝
承
は
変
容
し
て

し
ま
っ
て
い
る
が
、
学
校
と
民
間
伝
承
の
つ
な
が
り
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
る）

1
（

。
本
稿
の
目
的
は
松
尾
芭
蕉
句
碑
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
伝
承
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
を
口
承
文
芸
研
究
と
い
う

切
り
口
で
考
察
し
て
い
く
意
義
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
句

碑
は
単
に
、
刻
ま
れ
た
松
尾
芭
蕉
の
句
と
建
立
者
、
建
立
年
が
明
ら
か
に

な
る
だ
け
の
遺
物
で
は
な
い
。
な
ぜ
こ
の
場
所
に
句
碑
が
建
て
ら
れ
た
の

か
。
な
ぜ
こ
の
句
が
選
ば
れ
た
の
か
。
な
ぜ
現
在
ま
で
こ
の
句
碑
が
受
け

継
が
れ
て
き
た
の
か
。
な
ぜ
こ
の
句
碑
に
ま
つ
わ
る
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
が

語
り
継
が
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
松
尾
芭
蕉
句
碑
に
関
わ
る
人
々
の

想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
口
承
文
芸
研
究
で

明
ら
か
に
す
べ
き
領
域
で
あ
る
か
否
か
具
体
的
事
例
を
基
に
検
証
し
て
い

き
た
い
。

本
稿
で
は
先
述
し
た
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ

た
、
も
し
く
は
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ
た
句
碑
を
基
に
し
た
、
松
尾
芭
蕉

句
碑
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
江
戸
時
代
に
限
定
す
る
理
由
は
伝
承

の
経
過
を
観
察
す
る
た
め
で
あ
る
。
建
立
さ
れ
た
当
時
の
背
景
と
、
現
在

の
様
子
を
比
較
検
討
し
て
い
く
。
ま
た
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
実
際
に
筆

者
が
現
地
を
訪
れ
、
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
句
碑
の
み
を
事
例
と
し
て
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い
る
。
松
尾
芭
蕉
句
碑
を
集
め
た
研
究
書
は
多
い
が
参
考
に
留
め
て
お
り
、

研
究
書
で
見
た
だ
け
の
句
碑
は
事
例
と
し
て
挙
げ
て
は
い
な
い
。

一　
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

建
立
年
を
限
ら
な
け
れ
ば
、
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
は
現
在
沖
縄
県
を
除
く

四
六
都
道
府
県
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
各
地
域
に
お
い
て

地
元
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
地
元
の
句
碑
を
調
査
研
究
し
ま
と
め
て
い

る
。
松
尾
芭
蕉
以
外
の
句
碑
や
歌
碑
を
含
め
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
松
尾

芭
蕉
句
碑
の
み
で
ま
と
め
て
い
る
例
も
多
い
。
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、

早
い
も
の
で
は
安
藤
直
太
朗
に
よ
る
『
尾
張
翁
墳
記
』
な
ど
が
あ
る）

2
（

。
最

近
で
あ
れ
ば
山
根
公
に
よ
る
『
加
賀
の
芭
蕉
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る）

3
（

。
そ

の
中
で
も
松
尾
芭
蕉
の
故
郷
で
あ
る
伊
賀
に
お
い
て
は
、『
伊
賀
の
翁
塚
』

が
編
纂
さ
れ
た）

4
（

。
同
書
で
は
伊
賀
に
お
け
る
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
写
真
を
掲

載
し
、
句
碑
に
関
し
て
解
説
す
る
だ
け
で
な
く
、
句
碑
に
な
る
前
の
「
翁

塚
」
の
起
こ
り
か
ら
句
碑
の
役
割
ま
で
考
察
し
て
い
る
。

日
本
各
地
に
お
け
る
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
情
報
を
集
め
、
刊
行
し
た
も
の

も
多
い
が
、
も
っ
と
も
早
い
も
の
と
し
て
は
『
諸
国
翁
墳
記
』
が
挙
げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
滋
賀
県
に
あ
る
義
仲
寺
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
始

め
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
）
5
（

。
そ
の
後
何
度
も
増
補
改
訂
が
行
わ
れ
、
明
治
時
代
初
期
ま
で
刊
行
さ

れ
た）

6
（

。
一
人
で
複
数
地
域
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
を
調
査
し
た
も
の
と
し
て
は
、

本
山
桂
川
に
よ
る
『
芭
蕉
名
碑
』
が
あ
る）

7
（

。
本
山
桂
川
は
各
地
に
あ
る
松

尾
芭
蕉
句
碑
を
訪
ね
、
拓
本
を
取
り
、
調
査
し
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
日
本
各
地
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
を
悉
皆
調
査
し
た
、
弘
中
孝
に
よ
る

『
石
に
刻
ま
れ
た
芭
蕉　
全
国
の
芭
蕉
句
碑
・
塚
碑
・
文
学
碑
・
大
全
集
』

が
刊
行
さ
れ
た）

8
（

。
同
書
は
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
の
も
の
だ
が
、
そ

れ
ま
で
に
建
立
さ
れ
た
句
碑
を
写
真
つ
き
で
紹
介
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に

焦
点
を
当
て
た
分
布
ま
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
宮
澤
康
造
ら
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
た
『
新
訂
増
補　
全
国
文
学
碑
総
覧
』
は
松
尾
芭
蕉
句
碑
だ

け
で
な
く
、
日
本
全
国
の
「
文
学
碑
」
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
、

松
尾
芭
蕉
句
碑
と
万
葉
歌
碑
を
作
ら
れ
た
年
代
順
で
比
較
す
る
な
ど
考
察

も
加
え
て
い
る）

9
（

。
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
も
の
は
、
数
多
く
の
句
碑
を
調
査
し

た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
句
碑

に
関
す
る
情
報
で
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
資
料
集
か
ら
伝

承
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
資
料
集
を
見
て
句
碑
の
存
在
を
把
握

し
、
現
地
を
訪
れ
調
査
す
る
こ
と
で
し
か
伝
承
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

松
尾
芭
蕉
の
句
碑
を
伝
承
の
面
か
ら
も
考
察
し
た
研
究
は
多
く
な
い
。

新
井
敦
史
は
那
須
に
お
け
る
松
尾
芭
蕉
に
つ
い
て
ま
と
め
、
松
尾
芭
蕉
の

句
が
伝
承
さ
れ
た
過
程
を
探
り
、
つ
い
に
は
「
誤
伝
句
」
を
生
ん
だ
経
緯

を
考
察
し
て
い
る）

10
（

。
村
山
翠
は
「
行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪
」
の
俳

句
に
注
目
し
、
同
句
の
句
碑
を
す
べ
て
調
べ
、
句
碑
建
立
の
意
味
を
探
ろ

う
と
し
て
い
る）

11
（

。
小
堀
光
夫
は
「
西
行
の
」
で
始
ま
る
松
尾
芭
蕉
の
句
二

つ
に
注
目
し
、
そ
の
句
が
刻
ま
れ
た
句
碑
を
調
べ
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
と
そ

の
周
辺
に
お
け
る
西
行
伝
承
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る）

12
（

。
伊
藤
龍
平
は
近

世
期
に
お
け
る
俳
諧
説
話
の
研
究
の
中
で
、
句
碑
を
研
究
す
る
意
義
に
つ

い
て
も
触
れ
て
い
る）

13
（

。
こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
松
尾
芭
蕉

句
碑
を
口
承
文
芸
研
究
の
面
か
ら
捉
え
る
意
義
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

二　
江
戸
時
代
建
立
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
を
用
い
て
の
検
証

先
述
し
た
通
り
、
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ
た
、
も
し
く
は
江
戸
時
代
に

建
立
さ
れ
た
句
碑
を
基
に
し
た
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
う
ち
実
際
に
筆
者
が

現
地
を
訪
れ
、
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
句
碑
を
事
例
と
し
、
次
の
観
点

に
基
づ
い
て
表
Ⅰ
「
松
尾
芭
蕉
句
碑
一
覧
」
に
ま
と
め
た
。
観
点
は
①
所

在
地
②
場
所
③
句
④
名
⑤
建
立
年
⑥
建
立
者
の
六
つ
で
あ
る
。
ま
ず
は
表

Ⅰ
を
基
に
し
な
が
ら
事
例
を
比
較
し
、
口
承
文
芸
研
究
と
し
て
の
視
点
で

松
尾
芭
蕉
句
碑
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
考
察
し
て
い
く
。

①
の
「
所
在
地
」
は
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
ど
の
地
域
に
あ
る
の
か
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
表
Ⅰ
で
は
偏
り
が
あ
る
も
の
の
、
四
国
・
沖
縄
を
除

く
全
地
域
に
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
松
尾
芭
蕉
が

実
際
に
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
地
域
だ
け
で
な
く
、
訪
れ
て
い
な
い
と
さ
れ

る
地
域
に
ま
で
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
国
に

つ
い
て
は
調
査
を
行
え
て
い
な
い
た
め
で
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
は
数
多
く
存

在
し
て
い
る）

14
（

。
沖
縄
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
松
尾
芭
蕉
句
碑
は
建

立
さ
れ
て
い
な
い
。
沖
縄
に
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
存
在
し
な
い
の
は
、
沖
縄

独
自
の
文
化
と
こ
れ
ま
で
の
歴
史
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

沖
縄
に
句
碑
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
篠
原
鳳
作
と
い
う
、
大
正

時
代
に
沖
縄
県
立
宮
古
中
学
校
へ
赴
任
し
、
活
動
し
て
い
た
俳
人
の
句
碑

は
沖
縄
県
内
に
数
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る）

15
（

。
決
し
て
句
碑
を
建
て
る
と
い

う
習
慣
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
を

建
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
ま
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
松
尾
芭
蕉
句
碑
と
「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で

あ
る
。

②
の
「
場
所
」
と
は
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
そ
の
地
域
の
ど
こ
に
建
立
さ
れ

た
の
か
ま
と
め
て
い
る
。
寺
院
・
神
社
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
寺
院
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
寺
院
や
神
社
に
松
尾

芭
蕉
句
碑
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ

目
は
松
尾
芭
蕉
と
直
接
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
が
実
際
に
訪
問

し
た
、
或
い
は
実
際
に
句
会
を
行
っ
た
と
い
う
伝
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
寺
社
以
外
で
も
、
各
地
の
有
力
俳
人
宅
で
句
会
は
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
う
し
た
有
力
俳
人
宅
の
ほ
と
ん
ど
は
現
存

し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
存
す
る
寺
社
に
建
立
さ
れ
た
松
尾
芭
蕉
句

碑
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
多
く
見
出
だ
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
な
お

公
園
や
何
か
の
施
設
の
跡
地
に
建
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
今
回
の
調
査

で
は
対
象
に
し
な
か
っ
た
が
個
人
宅
の
庭
に
も
句
碑
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

一
部
に
は
松
尾
芭
蕉
が
逗
留
し
た
場
所
や
、
句
会
を
行
っ
た
個
人
宅
の
跡

地
が
あ
る
。
二
つ
目
の
理
由
は
、
松
尾
芭
蕉
が
実
際
に
訪
問
し
て
い
な
い

場
合
で
も
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
建
立
さ
れ
た
寺
社
で
は
、
地
元
の
俳
人
の

集
ま
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
北
海
道
や
中
国
地
方
、

九
州
に
多
く
見
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。
寺
社
は
身
分
を
越
え
た
集
ま
り
で
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あ
る
俳
人
集
団
の
受
け
皿
で
あ
る
。
例
え
ば
表
Ⅰ
№
51
の
建
立
者
で
あ
る

竹
林
亭
連
と
は
地
元
阿
川
で
の
俳
人
集
団
で
あ
る
。（
な
お
こ
の
後
も
№
で

示
す
も
の
は
表
Ⅰ
に
あ
る
句
碑
の
こ
と
を
指
す
。）
阿
川
は
阿
川
毛
利
家
が

治
め
る
土
地
で
代
々
の
当
主
も
俳
諧
を
嗜
ん
だ
と
い
う
。
№
51
の
碑
も
阿

川
毛
利
家
八
代
目
、
毛
利
就
楨
の
遺
言
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
い

う
）
16
（

。
地
元
の
当
主
が
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
建
立
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
明

確
な
事
例
で
あ
る
。

③
の
「
句
」
と
は
句
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
が
、
松
尾
芭
蕉
の
ど
の
よ

う
な
俳
句
で
あ
る
の
か
を
ま
と
め
て
い
る
。
表
Ⅰ
を
見
れ
ば
わ
か
る
が
、

各
地
の
俳
句
は
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
№
13
・
18
・
29

は
同
じ
「
古
池
や
蛙
飛
ひ
込
む
水
の
音
」
の
俳
句
を
刻
ん
で
い
る
。
こ
れ

は
あ
え
て
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
全
国
に
あ
る
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
中
で

も
、
こ
の
俳
句
を
刻
ん
だ
句
碑
が
最
も
多
く
存
在
し
て
い
る）

17
（

。
つ
ま
り
松

尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も
の
の
中
で
も
、
人
気
の
あ
る
も
の
と
、
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
あ
る
の
だ
。
一
方
で
特
定
の
地
域
に
し
か
存
在
し

な
い
俳
句
も
あ
る
。
№
5
は
福
島
県
、
№
11
は
東
京
都
、
№
37
は
静
岡
県

に
し
か
、
そ
の
俳
句
を
用
い
た
句
碑
が
現
在
に
お
い
て
も
建
立
さ
れ
て
い

な
い
。
都
道
府
県
を
ま
た
い
で
広
が
っ
て
い
る
俳
句
を
刻
ん
だ
句
碑
と
は

明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
そ
の
地
域
、
も
っ
と
言
え
ば
そ

の
句
碑
が
あ
る
場
所
で
、
松
尾
芭
蕉
が
そ
の
俳
句
を
詠
ん
だ
と
い
う
強
い

伝
承
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
№
5
の
場
合
、
松
尾
芭
蕉
は
曽

良
と
と
も
に
医
王
寺
を
訪
れ
、
そ
の
こ
と
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
も
書

か
れ
て
い
る
。
医
王
寺
に
は
俳
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
弁
慶
の
笈
な
ど
が
宝

物
と
し
て
現
在
で
も
保
管
さ
れ
て
お
り
、
松
尾
芭
蕉
が
曽
良
と
と
も
に
訪

れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
医
王
寺
は
筆
者
自
身
何
度
か
訪
問
し
て
い
る

が
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
八
日
に
訪
問
し
た
時
に
は
、
地
元
の

テ
レ
ビ
局
が
松
尾
芭
蕉
に
関
連
し
て
取
材
を
行
っ
て
い
た
。
地
域
の
広
が

り
を
見
せ
て
い
る
句
碑
が
あ
る
一
方
で
、
松
尾
芭
蕉
の
著
作
に
場
所
が
明

記
さ
れ
て
い
る
、
或
い
は
具
体
的
な
地
域
・
場
所
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

句
碑
は
、
強
い
伝
承
を
有
し
他
の
地
域
に
は
派
生
せ
ず
、
当
該
地
域
に
お

い
て
の
み
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

ま
た
現
在
の
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
以
降
た
だ
一
例
し
か
建
立
さ
れ
て
な

い
句
碑
と
い
う
の
も
存
在
す
る
。
№
2
・
34
・
42
は
松
尾
芭
蕉
が
実
作
し

た
俳
句
で
あ
り
な
が
ら
地
域
的
な
広
が
り
を
見
せ
ず
、
さ
ら
に
数
も
増
や

さ
ず
に
唯
一
存
在
し
て
い
る
句
碑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
先
述
し
た

よ
う
な
松
尾
芭
蕉
自
身
の
訪
問
と
い
う
伝
承
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。

表
№
34
は
と
も
か
く
、
表
№
2
・
42
は
松
尾
芭
蕉
が
実
際
に
詠
ん
だ
場
所

と
す
ら
一
致
し
な
い
。
地
域
的
な
広
が
り
も
建
立
数
の
多
さ
も
な
い
の
は

そ
れ
だ
け
人
口
に
膾
炙
し
な
か
っ
た
俳
句
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
特
定
の
地

域
に
お
い
て
、
碑
面
に
選
ば
れ
た
の
に
は
何
か
し
ら
の
強
い
「
伝
承
性
」

が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
五
月
六
日
に
、
表

№
2
の
高
龍
寺
の
住
職
か
ら
、「
花
に
ね
ぬ　
此
も
た
ぐ
い
か　
鼠
の
巣
」

の
句
碑
を
建
て
た
謂
わ
れ
を
伺
っ
た
。
お
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
こ
の
句
碑
は
「
鼠
塚
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
寺
に
鼠

が
大
量
に
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
や
む
を
得
ず
駆
除
を
し
た
と
い

う
。
駆
除
し
た
鼠
の
霊
を
慰
め
る
た
め
「
鼠
塚
」
を
築
く
こ
と
に
し
、
松

尾
芭
蕉
の
俳
句
に
「
鼠
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
の
句
を
選
ん
だ
の
だ

そ
う
だ
。
こ
れ
は
ま
だ
ほ
ん
の
一
例
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、
松
尾
芭
蕉
の

俳
句
の
文
言
に
呪
力
を
持
た
せ
て
刻
ま
れ
た
句
碑
は
、
他
に
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
№
31
の
句
は
「
誤
伝
句
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る）

18
（

。「
誤
伝
句
」
と

は
、
松
尾
芭
蕉
で
は
な
い
誰
か
が
詠
ん
だ
俳
句
を
、
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ

も
の
だ
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
指
す
。
ま
た
№
9
・
16
・
27
・
38
の

句
は
「
存
疑
句
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
存
疑
句
」
と
は
何
ら
か
の
資
料

に
は
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
俳
句
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
松
尾

芭
蕉
自
身
の
著
作
或
い
は
蕉
門
十
哲
の
著
作
な
ど
、
充
分
に
信
頼
に
足
る

資
料
に
は
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
か
ど
う
か
現
在
の

と
こ
ろ
保
留
さ
れ
て
い
る
句
の
こ
と
で
あ
る
。
と
も
に
松
尾
芭
蕉
の
実
作

で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
文
学
的
側
面
か
ら
の
松
尾
芭
蕉
研
究
に
は
、
何
の

価
値
も
有
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
誤
伝
句
」「
存
疑
句
」
を
基

に
江
戸
時
代
句
碑
が
建
て
ら
れ
、
現
在
ま
で
そ
の
句
碑
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、「
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
と
す
る
伝
承
性
」
は
有

し
て
い
る
と
言
え
る
。「
誤
伝
句
」「
存
疑
句
」
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改

め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

④
の
「
名
」
と
は
松
尾
芭
蕉
の
名
前
を
ど
の
よ
う
に
刻
ん
で
い
る
か
を

ま
と
め
て
い
る
。
最
も
多
い
の
が
ひ
ら
が
な
で
「
は
せ
を
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
場
合
で
あ
る
。
中
に
は
「
翁
」
と
の
み
刻
ん
で
い
る
事
例
、
名
前
を

全
く
刻
ま
ず
俳
句
の
み
刻
ん
で
い
る
事
例
も
存
在
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

№
39
・
40
「
花
本
大
御
神
」
№
51
「
桃
青
霊
神
」
の
よ
う
に
、
松
尾
芭
蕉

の
名
前
で
は
な
く
、
神
号
を
刻
ん
で
い
る
事
例
が
あ
る
。「
花
本
大
御
神
」

も
「
桃
青
霊
神
」
も
江
戸
時
代
に
松
尾
芭
蕉
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
神
号

で
あ
る
。
な
お
日
本
各
地
に
は
松
尾
芭
蕉
に
与
え
ら
れ
た
神
号
を
冠
し
た

社
や
、
松
尾
芭
蕉
の
句
を
刻
ま
ず
神
号
の
み
を
刻
ん
だ
神
号
碑
も
存
在
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
論
じ
る
だ
け
の
紙
幅
も
な
い

た
め
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
松
尾
芭
蕉
の
名
前
に

注
目
す
る
だ
け
で
も
、「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
る
。

⑤
の
「
建
立
年
」
と
は
、
当
該
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
い
つ
建
立
さ
れ
た

の
か
を
、元
号
と
西
暦
で
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
№
11
の
み
「
建

立
年
」
が
「
年
代
未
詳
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
表
Ⅰ
に
組
み
入
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
な
建
立
年
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
第
一
節
で
も

紹
介
し
た
『
諸
国
翁
墳
記
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
建
立
さ
れ
た
の

は
江
戸
時
代
だ
と
推
定
で
き
る
た
め
で
あ
る）

19
（

。「
建
立
年
」
か
ら
分
か
る
こ

と
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
建
立
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
松
尾
芭
蕉
の
死
後
す
ぐ
で
は
な
く
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
か

ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
後
す
ぐ
に
建
立
さ
れ
た
の
は
、
句
を
刻
ん
で

い
な
い
、「
翁
塚
」
と
分
類
さ
れ
る
碑
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
節

で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
二
つ
目
は
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
建
立
さ
れ
た

時
期
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
毎
年
毎
年
建
立
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
程
度
の
時
期
に
ま
と
ま
っ
た
数
が
建
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
松
尾
芭
蕉
の
百
回
忌
、
百
五
十
回
忌
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
。
百
回

忌
や
百
五
十
回
忌
の
節
目
に
は
、
句
碑
建
立
ば
か
り
で
は
な
く
、
記
念
句



143 142 『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月

会
の
開
催
や
追
善
集
の
刊
行
な
ど
が
各
地
で
大
々
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る）

20
（

。

⑥
の
「
建
立
者
」
と
は
、
誰
が
句
碑
を
建
て
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
ま
と
め
て
い
る
。「
建
立
者
」
は
地
元
の
俳
人
、
或
い
は
俳
人
集
団
で

あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
中
に
は
地
元
の
俳
人
が
計
画
し
、「
高
名

な
俳
人
」
を
招
い
て
建
立
し
て
も
ら
う
場
合
も
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
句
碑
の

建
立
を
担
っ
た
俳
人
集
団
で
あ
る
、「
連
」
や
「
社
」
こ
そ
が
「
松
尾
芭
蕉

の
伝
承
」
が
行
わ
れ
た
場
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

三　
松
尾
芭
蕉
の
「
誤
伝
句
」
碑
と
「
存
疑
句
」
碑

本
節
で
は
「
誤
伝
句
」
碑
と
「
存
疑
句
」
碑
の
事
例
に
絞
っ
て
、
よ
り

詳
し
く
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。「
誤
伝
句
」
碑
と
「
存
疑
句
」
碑
は
、

松
尾
芭
蕉
が
実
際
に
作
っ
た
句
の
碑
以
上
に
、「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
が
見

い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
「
誤
伝
句
」
碑
を
見
て
い
く
。
№
31
の
句
碑
は
表
面
に
「
正
風

宗
子　

芭
蕉
霊
祠
」
と
刻
ま
れ
、
裏
面
に
「
玉
川
の　

水
に
お
ほ
れ
そ　

お
み
な
へ
し
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も
の

と
し
て
、
月
院
社
何
丸
が
著
し
た
『
芭
蕉
翁
句
解
参
考
』
な
ど
に
収
録
さ

れ
）
21
（

、『
諸
国
翁
墳
記
』
に
も
「
玉
川
塚
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る）

22
（

。
つ
ま

り
当
初
は
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
松
尾
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
る
杉
山
杉
風
が
「
た
ま
川

の
水
に
お
ぼ
れ
て
女
郎
花
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で
お
り
、
現
在
で
は
「
誤

伝
句
」
と
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
六
月
二
十
七
日
に
常

保
寺
を
訪
問
し
、
ご
住
職
か
ら
松
尾
芭
蕉
句
碑
に
関
し
て
お
話
を
伺
っ
た
。

句
碑
が
建
立
さ
れ
た
の
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
こ
と
で
、
当
寺

十
三
世
住
職
で
あ
る
節
山
玄
礼
和
尚
が
建
立
し
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ

以
外
の
こ
と
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
。
た
だ
「
誤
伝
句
」
で
あ

る
も
の
の
、
松
尾
芭
蕉
を
祀
っ
た
「
芭
蕉
塚
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

次
に
「
存
疑
句
」
碑
を
一
つ
ず
つ
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
№
9
の
句

碑
は
上
部
に
「
名
月
や
鶴
脛
高
き
遠
千
潟
」
の
句
と
「
は
せ
を
」
の
名
が

刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
も
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
何
丸
が

著
し
た
『
芭
蕉
翁
句
解
参
考
』
な
ど
に
収
録
さ
れ）

24
（

、『
諸
国
翁
墳
記
』
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
る）

25
（

。
し
か
し
「
今
日
芭
蕉
の
句
集
に
は
み
え
な
い
の
で
は

た
し
て
芭
蕉
の
句
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ

れ
て
い
る）

26
（

。
句
碑
が
建
立
さ
れ
た
の
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
こ
と

で
、
四
五
名
も
の
俳
人
が
関
わ
っ
た
と
さ
れ
、
碑
面
の
書
は
「
大
宮
司
執

事
香
樹
山
暦
外
」
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う）

27
（

。
こ
の
句
碑
の
下
部
に
は
香
樹

山
暦
外
の
句
も
刻
ま
れ
て
い
る
。
鹿
島
神
宮
境
内
に
は
他
に
も
二
つ
、
松

尾
芭
蕉
句
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
は
松
尾
芭
蕉
の
実
作
句
の

句
碑
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
「
存
疑
句
」
が
碑
面
に
選
ば
れ
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
句
碑
の
傍
ら
に
立
つ
案
内
板
に
は
「
芭
蕉
句
碑
」

と
あ
り
、
建
立
に
は
鹿
島
神
宮
の
関
係
者
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
存
疑
句
」
を
「
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
句
」
と
し
て
伝
承
し
て
き
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

№
16
の
句
碑
は
前
面
に
「
暮
お
そ
き
四
谷
過
け
り
紙
草
履
」
の
句
と
「
は

せ
を
」
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
も
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も
の
と

し
て
、
何
丸
が
著
し
た
『
芭
蕉
翁
句
解
参
考
』
な
ど
に
収
録
さ
れ）

28
（

、『
諸
国

翁
墳
記
』
に
も
「
遅
日
塚
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る）

29
（

。
荘
厳
寺
内
に
建

て
ら
れ
た
案
内
板
に
は
、「
墓
地
へ
の
通
路
の
左
側
に
、
俳
人
松
尾
芭
蕉
の

暮
お
そ
き　
四
谷
過
ぎ
け
り　
紙
草
履
と
い
う
句
を
刻
ん
だ
碑
が
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
江
戸
時
代
に
は
市
中
か
ら
こ
の
あ
た
り
ま
で
、
人
の
往
来

が
か
な
り
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。」
と
い
う
説
明
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
存
疑
句
」
を
「
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
句
」
と
し
て
伝
承
し
て
き
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

№
27
の
句
碑
は
前
面
に
「
此
道
に
出
て
涼
し
さ
よ
松
の
月
」
の
句
と
「
芭

蕉
庵
桃
青
」
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
も
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も

の
と
し
て
、
何
丸
が
著
し
た
『
芭
蕉
翁
句
解
参
考
』
な
ど
に
収
録
さ
れ）

30
（

、

『
諸
国
翁
墳
記
』
に
も
「
凉
月
塚
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る）

31
（

。
こ
の
句
碑

に
関
わ
っ
た
人
物
は
№
25
と
同
じ
金
子
直
徳
な
の
で
あ
る
。
学
習
院
と
清

土
鬼
子
母
神
は
近
い
位
置
に
あ
り
、
ち
な
み
に
言
え
ば
関
口
芭
蕉
庵
の
近

く
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
雑
司
ヶ
谷
に
あ
っ
た
俳
人
集
団
が
句
碑
建
立
と

伝
承
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

№
38
の
句
碑
は
案
内
板
に
詳
細
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
次
に
引
用
す
る
。

　
「
芭
蕉
句
碑
」
は
、
江
戸
時
代
の
俳
人
・
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
句
を
、

石
を
刻
ん
で
建
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
爰
も
三
河　
む
ら
さ
き
麦
の　
か
き
つ
は
た　
は
せ
を
」

碑
の
裏
に

　
「
寛
政
五
歳
次
癸
丑
冬
十
月

 
 

当
国
雪
門
月
亭
其
雄
并
連
中

 

以
高
隆
山
川
之
石
再
建
」

と
、
建
碑
の
書
誌
的
事
項
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
に
こ
の
句
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
十
王

堂
が
再
建
さ
れ
る
な
ど
、
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
句
碑
と
そ
の
周
辺
が
大

事
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
こ
の
句
に
詠
み
込
ま
れ
た

「
む
ら
さ
き
麦
」
に
対
す
る
姿
勢
か
ら
も
分
か
る
。
藤
川
宿
の
む
ら
さ
き
麦

は
『
東
海
道
名
所
記
』
に
「
高
野
麦
」
の
名
称
で
登
場
し
、
戦
後
ま
で
作

ら
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
一
時
的
途
絶
え
た
も
の
の
、
平
成
六
年

（
一
九
九
四
）
藤
川
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
む
ら
さ
き
麦
を
復
活
さ

せ
た
の
だ
と
い
う
。
残
念
な
が
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
令
和

二
年
（
二
〇
二
〇
）
は
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
東
海
道
五
十
三
次

宿
駅
制
定
四
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）
か
ら
は

「
む
ら
さ
き
麦
ま
つ
り
」
も
行
わ
れ
て
お
り
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
あ
る
十
王

堂
も
、
麦
畑
鑑
賞
の
た
め
の
無
料
巡
回
バ
ス
の
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。

む
ら
さ
き
麦
と
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
こ
の
町
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
こ
の
「
存
疑
句
」
を
「
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
句
」

と
し
て
伝
承
し
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ
た
松
尾
芭
蕉
句
碑
そ
の
も
の
で
は
な
い

が
、
そ
の
存
在
を
基
に
現
在
再
建
し
た
事
例
が
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

福
島
県
郡
山
市
に
安
積
国
造
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
る
。
こ
こ
に
郡
山
市
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民
有
志
が
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
八
日
に
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
を
建

立
し
た
の
で
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
が
安
積
郡
を
訪
れ
て
か
ら
三
三
〇
年
経
っ

た
こ
と
を
記
念
し
て
句
碑
を
作
っ
た
の
だ
と
い
う
。
句
碑
に
刻
ま
れ
た
俳

句
は
「
安
積
山　
か
た
ひ
ら
ほ
し
て　
通
り
け
り
」
で
あ
る
。
実
は
こ
の

句
も
「
存
疑
句
」
な
の
で
あ
る
。『
芭
蕉
翁
句
解
参
考
』
を
見
る
と
、「
浅

香
山
帷
子
ほ
し
て
通
り
け
り
」「
此
句
細
道
に
は
も
れ
た
り
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る）

32
（

。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
須
賀
川
の
後
は
檜
皮
（
日
和
田
）
宿
を

通
過
し
、
二
本
松
を
通
り
、
黒
塚
の
岩
屋
を
見
学
し
、
福
島
に
泊
ま
っ
た

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る）

33
（

。
郡
山
に
つ
い
て
は
、
俳
句
を
詠
ん
で
い
な
い
だ

け
で
な
く
、
記
述
も
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
随
行
し
た
曽
良
が
郡
山

宿
に
泊
ま
っ
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
た
が
、「
宿
ム
サ
カ
リ
シ
」
と
だ
け
記

録
し
て
い
た）

34
（

。
地
元
で
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
記
述
さ
れ
ず
、
曽
良

に
は
酷
評
さ
れ
、長
ら
く
松
尾
芭
蕉
の
こ
と
は
表
立
っ
て
伝
え
て
こ
な
か
っ

た
。で

は
な
ぜ
突
然
「
存
疑
句
」
の
句
碑
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
九
日
、
安
積
国
造
神
社
の
宮
司
で
あ
る
安

藤
智
重
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。
き
っ
か
け
は
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）

八
月
に
佐
々
木
露
秀
を
研
究
し
て
い
る
郷
土
史
家
か
ら
、
郡
山
の
俳
諧
に

つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
第
五
五
代
安
積
国
造
神
社
宮
司
、
安
藤
親
重
が
残

し
た
文
書
を
見
直
し
た
こ
と
だ
と
い
う
。
安
藤
親
重
は
郡
山
俳
壇
の
中
心

人
物
佐
々
木
露
秀
と
親
交
が
あ
り
、
自
身
も
俳
号
を
貫
五
と
称
し
句
作
を

行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
親
重
が
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
残
し
た
文
書

が
あ
り
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

芭
蕉
翁
碑
善
導
寺
境
内
に
造
立
せ
し
か
類
焼
後
不
見

此
碑
は
一
百
年
の
追
善
か
と
覚
ゆ

安
積
山
か
た
ひ
ら
ほ
し
て
通
り
け
り　
芭
蕉）

35
（

文
書
に
従
え
ば
、
江
戸
時
代
の
一
七
〇
〇
年
代
終
わ
り
に
は
、
郡
山
に

も
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
こ
に
刻

ま
れ
た
の
は
、「
存
疑
句
」
で
あ
る
「
安
積
山　
か
た
ひ
ら
ほ
し
て　
通
り

け
り
」
と
い
う
俳
句
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）

に
郡
山
村
で
大
火
が
あ
り
、
文
書
に
あ
る
よ
う
に
善
導
寺
も
類
焼
し
松
尾

芭
蕉
句
碑
は
失
わ
れ
、
安
積
国
造
神
社
の
一
部
も
焼
け
た
の
だ
と
い
う
。

安
藤
智
重
さ
ん
が
ま
と
め
て
く
だ
さ
っ
た
年
表
を
次
に
掲
げ
る
。

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
芭
蕉
百
回
忌
、
郡
山
俳
壇
佐
々
木
露
秀
等
に

よ
り
、
芭
蕉
「
安
積
山
か
た
び
ら
ほ
し
て
通
り
け
り
」
句
碑
が
善
導
寺

に
建
立
さ
れ
る
。

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
郡
山
村
大
火
、
芭
蕉
「
安
積
山
」
句
碑
紛
失
。

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
佐
々
木
露
秀
追
悼
句
集
『
浅
香
風
』
刊
。

何
丸
の
句
が
載
る
。

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
茂
呂
何
丸
『
芭
蕉
翁
句
解
参
考
』
刊
、

芭
蕉
「
浅
香
山
帷
子
ほ
し
て
通
り
け
り
」
の
句
が
載
る
。

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
親
重
、
覚
書
の
余
白
に
芭
蕉
「
安
積
山
」
の

句
を
伝
う
）
36
（

。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
一
八
〇
〇
年
代
中
頃
ま
で
は

「
安
積
山
」
の
句
は
、
松
尾
芭
蕉
が
郡
山
を
訪
れ
て
詠
ん
だ
俳
句
で
あ
る
と

「
伝
承
」
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
句
碑
が
失
わ
れ
、『
お

く
の
ほ
そ
道
』
が
一
般
民
衆
に
ま
で
広
ま
る
中
で
、
や
が
て
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
弘
中
孝
に
よ
る
『
石
に
刻
ま
れ
た
芭

蕉
』
の
中
で
も
、「
消
滅
・
行
方
不
明
と
思
わ
れ
る
碑
」
の
中
に
、
善
道
寺

の
句
碑
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る）

37
（

。
し
か
し
こ
こ
で
は
、「
碑
面
不
明
」「
年

代
未
詳
」
と
さ
れ
、
参
考
資
料
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
の
句
碑
を

指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
『
郡
山
市
史
』
で
は
「
安
藤
親
重
文

書
」
を
取
り
上
げ
た
が
、
翻
刻
し
た
の
は
前
半
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
。
善

導
寺
に
松
尾
芭
蕉
句
碑
を
建
て
た
こ
と
、
郡
山
大
火
で
句
碑
が
失
わ
れ
た

こ
と
な
ど
は
『
郡
山
市
史
』
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
安

藤
親
重
文
書
」
後
半
部
分
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
松
尾
芭
蕉
の
「
安

積
山　
か
た
ひ
ら
ほ
し
て　
通
り
け
り
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
も
述
べ
ら

れ
て
い
な
い）

38
（

。『
郡
山
市
史
』
で
は
何
の
句
碑
を
建
て
た
の
か
言
及
す
る
こ

と
を
避
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
荒
唐
無
稽
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
福
島
県
郡
山
市
で
は
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る

松
尾
芭
蕉
の
「
存
疑
句
」
碑
を
、
つ
い
最
近
「
再
建
」
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
こ
こ
で
松
尾
芭
蕉
が
句
を
詠
ん
だ
と
い
う
「
伝
承
性
の
復
活
」
で

あ
る
。
他
地
域
の
人
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
「
小
事
」
か
も
し
れ
な
い

が
、
郡
山
市
民
に
と
っ
て
は
「
大
事
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
福
島
民
報

新
聞
』
で
は
句
碑
建
立
の
翌
日
に
写
真
つ
き
で
記
事
に
し
て
い
る）

39
（

。
一
方

『
福
島
民
友
新
聞
』
で
は
、「
芭
蕉
来
福
三
三
〇
年　
お
く
の
ほ
そ
道　
ま

わ
り
道
」
と
い
う
特
集
を
一
年
間
組
み
、
郡
山
の
こ
と
は
二
回
に
わ
た
っ

て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る）

40
（

。
元
々
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
建
て
ら
れ
た
善

導
寺
に
も
今
後
句
碑
が
再
建
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
が
今
後

ど
の
よ
う
に
こ
の
地
域
の
「
伝
承
」
に
影
響
を
与
え
て
い
く
の
か
。
一
郡

山
出
身
者
と
し
て
、
一
民
俗
学
学
徒
と
し
て
、
注
視
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

四　
句
碑
と
翁
塚
に
ま
つ
わ
る
伝
承

こ
こ
ま
で
松
尾
芭
蕉
句
碑
と
そ
の
周
辺
に
焦
点
を
当
て
、
松
尾
芭
蕉
の

伝
承
と
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
人
々
の
想
い
を
考
察
し
て
き
た
。
た
だ
先
述
し

た
よ
う
に
、
松
尾
芭
蕉
が
亡
く
な
っ
た
直
後
か
ら
句
碑
が
建
立
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
亡
く
な
っ
た
直
後
に
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
前
面
に

松
尾
芭
蕉
の
名
前
の
み
を
刻
む
「
墓
」
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
「
翁
塚
」

で
あ
る
。
こ
の
「
翁
塚
」
は
か
つ
て
柳
田
國
男
が
研
究
し
た
「
十
三
塚
」

や
「
将
軍
塚
」
の
よ
う
に
、「
霊
を
祀
る
塚
」
で
あ
っ
た）

41
（

。
や
が
て
松
尾
芭

蕉
の
句
が
石
碑
に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
句
碑

が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
「
翁
塚
」
の
場
合
、「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
現
在
「
翁
塚
」
の
調
査
は
進
め
て
い
る
最
中
で
は
あ
る
が
、「
翁

塚
」
に
見
ら
れ
る
「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
を
示
し
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
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と
し
た
い
。
一
例
目
は
福
島
県
伊
達
郡
桑
折
町
の
法
圓
寺
に
あ
る
「
翁
塚
」

に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
「
翁
塚
」
は
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
地
元

の
俳
人
で
あ
る
佐
藤
馬
耳
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。
前
面
に
は
「
芭
蕉
翁
」

と
彫
ら
れ
、
句
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
田
植

塚
」
と
呼
ば
れ
、
案
内
板
や
紹
介
文
に
も
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
こ
の
塚
を
建
立
す
る
際
に
、
松
尾
芭
蕉
自
身
が
書
い
た
「
風

流
の
初
め
や
奥
の
田
植
歌
」
と
い
う
句
の
短
冊
を
埋
め
た
か
ら
だ
と
い
う
。

二
例
目
は
東
京
都
文
京
区
関
口
の
関
口
芭
蕉
庵
に
あ
る
「
翁
塚
」
に
つ

い
て
述
べ
る
。
こ
の
「
翁
塚
」
は
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
地
元
の
俳

人
で
あ
る
夕
可
庵
門
生
園
露
什
酒
芬
路
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。
前
面
に

は
「
芭
蕉
翁
」
と
彫
ら
れ
、
句
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
「
五
月
雨
塚
」
と
呼
ば
れ
、
案
内
板
や
紹
介
文
に
も
そ
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の
塚
を
建
立
す
る
際
に
、
松
尾
芭
蕉
自

身
が
書
い
た
「
五
月
雨
に
隠
れ
ぬ
も
の
や
瀬
田
の
橋
」
と
い
う
句
の
短
冊

を
埋
め
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
松
尾
芭
蕉
自
身
が
書
い
た
と
さ
れ
る
短
冊
や
、
松
尾
芭

蕉
の
遺
髪
、
そ
の
他
松
尾
芭
蕉
が
使
用
し
た
「
も
の
」
を
埋
め
、
そ
こ
に

「
翁
塚
」
や
句
碑
を
建
て
た
事
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
定

の
人
物
に
関
す
る
「
も
の
」
を
埋
め
、
塚
を
立
て
た
と
い
う
伝
承
は
、
小

野
小
町
や
柿
本
人
麻
呂
な
ど
中
世
以
前
の
事
例
と
も
類
似
す
る
も
の
で
あ

る
。
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
み
な
ら
ず
、「
翁
塚
」
も
含
め
て
「
松
尾
芭
蕉
の
伝

承
」
を
有
す
る
事
物
と
し
て
、
口
承
文
芸
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
実
際
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
か
ら
分
析
を
試
み
、「
誤
伝
句
」
碑

「
存
疑
句
」
碑
に
つ
い
て
も
考
察
し
、「
翁
塚
」
の
持
つ
「
伝
承
性
」
も
提

起
し
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
も
ま
た
、
確
か
に

人
々
の
意
思
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
口
承
文
芸
研
究
と
し
て
充
分
に
研

究
対
象
と
な
る
べ
き
価
値
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

今
後
は
ま
ず
、
松
尾
芭
蕉
句
碑
及
び
「
翁
塚
」
の
実
地
調
査
を
増
や
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
全
体
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
か
ら
比
べ
れ
ば
、
調
査
で

き
た
句
碑
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
事
例
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
考
察

を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
近
世
に
編
ま
れ
た
洒
落
本
の

中
に
、「
松
尾
芭
蕉
句
碑
建
立
由
来
譚
」
や
「
芭
蕉
句
碑
を
巡
る
習
俗
伝
承
」

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
も
、
注
目
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。さ

ら
に
全
国
的
な
「
俳
諧
文
化
」
の
広
が
り
と
「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」

の
関
係
性
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。
日
本
全
国
に
「
俳
諧
文
化
」
の
「
受

け
皿
」
と
な
る
よ
う
な
俳
人
集
団
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
蕉
風
」
を
受
け
継
い
だ
「
宗

匠
」
と
い
う
「
伝
播
者
」
の
存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

拙
稿
「「
学
校
の
伝
承
」
の
総
合
的
研
究
―
「
七
不
思
議
」
と
「
ガ
ッ

コ
ウ
」
の
関
係
性
―
」『
伝
承
文
化
研
究
』
八　
二
〇
〇
九　
國
學
院

大
學
伝
承
文
化
学
会
、
に
お
い
て
、
学
校
に
伝
わ
る
七
不
思
議
を
基
に
、

学
校
と
民
間
伝
承
の
つ
な
が
り
を
考
察
し
て
い
る
。

（
2
） 

安
藤
直
太
朗
『
尾
張
翁
墳
記
』
一
九
三
六　
自
刊
。

（
3
） 

山
根
公
『
加
賀
の
芭
蕉
』
二
〇
一
七　
ア
ル
フ
ァ
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
ス
。

（
4
） 

芭
蕉
翁
記
念
館
『
伊
賀
の
翁
塚
』
一
九
八
九　
芭
蕉
翁
顕
彰
会
。

（
5
） 

齋
藤
諒
「『
諸
国
翁
墳
記
』
研
究
―
諸
本
の
出
版
年
代
に
つ
い
て
―
」

『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
五
二　
二
〇
一
五　
東
洋
大
学
。

（
6
） 

田
坂
英
俊
『『
諸
国
翁
墳
記
』
―
翻
刻
と
検
討
―
』
二
〇
一
四　
慶
照

寺
。

（
7
） 

本
山
桂
川
『
芭
蕉
名
碑
』
一
九
六
一　
弥
生
書
房
。

（
8
） 

弘
中
孝
『
石
に
刻
ま
れ
た
芭
蕉　

全
国
の
芭
蕉
句
碑
・
塚
碑
・
文
学

碑
・
大
全
集
』
二
〇
〇
四　
智
書
房
。

（
9
） 

宮
澤
康
造
『
新
訂
増
補　
全
国
文
学
碑
総
覧
』
二
〇
〇
六　
日
外
ア
ソ

シ
エ
ー
ツ
。

（
10
） 

新
井
敦
史
「
松
尾
芭
蕉
と
那
須
」『
西
行
学
』
四　
二
〇
一
三　
西
行

学
会
。

（
11
） 

村
山
翠
「
全
国
の
〝
行
く
春
や
〞
の
句
碑
」『
奥
の
細
道
・
旅
立
ち
展
』

二
〇
一
五　
荒
川
区
・
荒
川
区
教
育
委
員
会
。

（
12
） 

小
堀
光
夫
「
芭
蕉
句
碑
と
西
行
伝
承
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
三
七　

二
〇
一
八　
昔
話
伝
説
研
究
会
。

（
13
） 

伊
藤
龍
平
『
江
戸
の
俳
諧
説
話
』
二
〇
〇
七　
翰
林
書
房
。

（
14
） （
9
）
と
同
書
。

（
15
） 

琉
球
新
報
社
『
最
新
版 

沖
縄
コ
ン
パ
ク
ト
事
典
』
二
〇
〇
三　
自
刊
。

句
碑
以
外
で
は
沖
縄
独
自
の
「
お
も
ろ
」
を
刻
ん
だ
、「
お
も
ろ
」
歌

碑
な
ど
も
存
在
し
て
い
る
。

（
16
） 

豊
北
町
史
編
纂
委
員
会
『
豊
北
町
史
』
二　
一
九
九
四　
豊
北
町
。

（
17
） （
8
）
と
同
書
。
句
碑
建
立
数
の
ラ
ン
キ
ン
グ
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
復
本
一
郎
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』
一
九
八
八　
大
修
館
書
店
、
な
ど

「
古
池
や
」
の
句
に
対
す
る
注
目
は
高
い
。

（
18
） 

中
村
俊
定
校
注
『
芭
蕉
俳
句
集
』
一
九
七
〇　
岩
波
書
店
、
な
ど
に
は

実
作
句
と
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
） 

義
仲
寺
『
諸
国
翁
墳
記
』
刊
行
年
不
明　
出
版
者
不
明　
早
稲
田
大
学

蔵
。

（
20
） 

綿
抜
豊
明
『
芭
蕉
二
百
回
忌
の
諸
相
』
二
〇
一
八　
桂
書
房
。

（
21
） 

月
院
社
何
丸
『
芭
蕉
翁
句
解
大
成
』
秋
上　
一
八
三
〇　
尚
古
堂　
早

稲
田
大
学
蔵
。

（
22
） （
19
）
と
同
書
。

（
23
） （
18
）
と
同
書
。

（
24
） 

月
院
社
何
丸
『
芭
蕉
翁
句
解
大
成
』
秋
下　
一
八
三
〇　
尚
古
堂　
早

稲
田
大
学
蔵
。

（
25
） （
19
）
と
同
書
。

（
26
） 

鹿
嶋
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
鹿
嶋
市
史
地
誌
編
』
二
〇
〇
五　
鹿
嶋
市

長
内
田
俊
郎
。

（
27
） （
26
）
と
同
書
。

（
28
） 

月
院
社
何
丸
『
芭
蕉
翁
句
解
大
成
』
春　
一
八
三
〇　
尚
古
堂　
早
稲
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田
大
学
蔵
。

（
29
） （
19
）
と
同
書
。

（
30
） （
24
）
と
同
書
。

（
31
） （
19
）
と
同
書
。

（
32
） 

月
院
社
何
丸
『
芭
蕉
翁
句
解
大
成
』
夏　
一
八
三
〇　
尚
古
堂　
早
稲

田
大
学
蔵
。

（
33
） 

松
尾
芭
蕉
、
萩
原
恭
男
校
注
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
一
九
七
九　
岩
波
書

店
。

（
34
） （
33
）
と
同
書
。

（
35
） 

安
藤
親
重
「
安
藤
親
重
文
書
」
一
八
三
一　
安
積
国
造
神
社
蔵
。

（
36
） 

安
藤
智
重
「
芭
蕉
「
安
積
山
か
た
び
ら
ほ
し
て
通
り
け
り
」
と
郡
山
俳

壇
」『
郡
山
地
方
史
研
究
』
五
〇　
二
〇
二
〇　
郡
山
市
地
方
史
研
究

会
。

（
37
） （
8
）
と
同
書
。

（
38
） 

郡
山
市
『
郡
山
市
史
』
三　
一
九
七
一　
自
刊
。

（
39
） 「
芭
蕉
の
句
碑
建
立
」『
福
島
民
報
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
。

（
40
） 「
芭
蕉
来
福
三
三
〇
年　

お
く
の
ほ
そ
道
ま
わ
り
道　

二
〇　

郡
山　

田
村
町
・
中
町
」『
福
島
民
友
新
聞
』
二
〇
一
九
年
九
月
十
六
日
。「
芭

蕉
来
福
三
三
〇
年　
お
く
の
ほ
そ
道
ま
わ
り
道　
二
一　
郡
山
・
中
町
」

『
福
島
民
友
新
聞
』
二
〇
一
九
年
九
月
二
十
三
日
。
福
島
民
友
新
聞
社

に
取
材
し
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
五
年
に
は
「
街
道
物
語
」、
二
〇
一
七

〜
二
〇
一
八
年
に
は
「
維
新
再
考
」
な
ど
、
現
地
を
訪
れ
地
元
の
歴
史

を
掘
り
起
こ
す
企
画
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
。
二
〇
一
九
年
は
『
お
く

の
ほ
そ
道
』の
旅
か
ら
三
三
〇
年
と
い
う
節
目
に
当
た
っ
て
い
た
た
め
、

本
企
画
に
決
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。

（
41
） 

柳
田
國
男
『
石
神
問
答
』
一
九
一
〇　
聚
精
堂
。

附
記本

論
文
は
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で

ウ
ェ
ブ
上
で
行
わ
れ
た
、
第
四
十
四
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
で
の
オ
ン
ラ

イ
ン
発
表
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
諸
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
た
ま
み
ず
・
ひ
ろ
た
だ
／
國
學
院
大
學
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）

表Ⅰ　「松尾芭蕉句碑一覧」
所在地 場所 句 名 建立年 建立者

1 北海道函館市船見町 称名寺 （青柳）の泥に（した）るゝ汐干哉 安永 2年（1773） 村山利兵衛
2 北海道函館市船見町 高龍寺 花にねぬこれもたくひか鼠の巣 芭蕉翁 文政 5年（1822） 不明
3 福島県郡山市清水台 大慈寺 閑さや岩にしみ入蝉の聲 寛政 9年（1797） 不孤園社中
4 福島県白河市白坂 境の明神 風流のはしめや奥の田うへ唄 はせを 安永 6年（1777） 白川藩士旭窓晋江
5 福島県福島市飯坂町 医王寺 笈も太刀もさつきにかざれ紙のぼり 芭蕉翁 寛政 12年（1800） 谷無川
6 福島県福島市山口 普門院 早苗とる手もとや昔しのふ摺 芭蕉翁 寛政 6年（1794） 丈左房
7 茨城県鹿嶋市宮中 鹿島神宮 此松の実生せし代や神の秋 はせを 明和 3年（1766） 此松庵連中
8 茨城県鹿嶋市宮中 鹿島神宮 枯枝に鴉のとまりけり穐の暮 はせを 文政 6年（1823） 洞海舎李尺
9 茨城県鹿嶋市宮中 鹿島神宮 名月や鶴脛高き遠千潟 はせを 安政 3年（1856） 鹿島地方の俳人ら
10 東京都荒川区南千住 素盞雄神社 行はるや鳥啼魚の目ハなみた はせを翁 文政 3年（1820）

（旧碑）
山崎鯉隠（旧碑）

11 東京都江東区大島 大島稲荷神社 秋に添て行はや末ハ小松川 芭蕉翁 年代未詳 其日庵社中
12 東京都江東区亀戸 亀戸天神社 しはらくは花の上なる月夜哉 芭蕉翁 享和 2年（1802） 雪中庵完来
13 東京都江東区白河 深川江戸資料館 古池や蛙飛ひ込む水の音　 はせを 文久 2年（1862） 不明
14 東京都品川区東大井 泊船寺 いかめしき音やあられの檜笠 はせを翁 天保 14年（1843） 星野連
15 東京都渋谷区渋谷 宮益御嶽神社 眼にかゝる時や殊更さ月不二 芭蕉翁 文化 8年（1811） 栗庵宇橋社中
16 東京都渋谷区幡ヶ谷本町 荘厳寺 暮おそき四谷過けり紙草履 はせを 文化 6年（1809） 無説
17 東京都新宿区新宿 花園神社 蓬莱にきかはや伊勢の初たより はせを 安永 7年（1778） 内藤新宿惣旅籠中
18 東京都墨田区千歳 要津寺 ふる池や蛙飛こむ水の音 はせを 安永 2年（1773） 大島蓼太
19 東京都墨田区東向島 向島百花園 こにやくの些しうめの花 芭蕉 文化 11年（1814） 乎焉
20 東京都墨田区東向島 向島百花園 春もやゝけしきとゝのふ月と梅 はせを 天保 7年（1836） 旭連　夜来ら
21 東京都墨田区向島 長命寺 いさゝらハ雪見にころふ所まて はせを 安政 5年（1858） 三世自在庵祇徳
22 東京都台東区浅草 浅草寺　新奥山 花の雲鐘は上野か浅草か 芭蕉 文化 6年（1809） 菜窓菜英
23 東京都台東区東浅草 浅草寺　弁天堂 くわんをんのいらか見やりつ花の雲 はせを 寛政 8年（1796） 不明
24 東京都豊島区巣鴨 眞性寺 白露もこほれぬ萩のうねり哉 芭蕉翁 寛政 5年（1793） 採茶庵梅人社中
25 東京都豊島区目白 学習院 目にかゝる時や殊更五月富士 はせを 文化 7年（1810） 金子直徳
26 東京都文京区本郷 昌清寺 桜狩きとくや日々に五里六里 芭蕉 寛政 8年（1796）

（旧碑）
安彦（旧碑）

27 東京都文京区目白台 清土鬼子母神 此道に出て涼しさよ松の月 芭蕉庵桃青 文化 9年（1812） 金子直徳
28 東京都港区北青山 海蔵寺 夏来ても只ひとつ葉の一葉哉 はせを 文化 14年（1817） 淇園
29 東京都港区芝公園 宝殊院 古池や蛙飛ひ込む水の音 祖翁 文化 10年（1813） 萬獄社中
30 東京都港区南麻布 天現寺 一里は皆花守の子孫かや はせを 文政 6年（1823） 古調庵萬獄社中
31 東京都青梅市滝ノ上町 常保寺 玉川の　水におほれそ　おみなへし 芭蕉 慶応 3年（1867） 節山玄礼和尚
32 神奈川県小田原市南町 山角天神社 有米家可耳乃都登日能伝る山路閑難 芭蕉翁 文政 3年（1820） 当所惣連
33 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜 六地蔵 夏草やつはものともが夢の跡 芭蕉翁 天明 6年（1786） 松尾百遊
34 神奈川県川崎市川崎区
日進町

京浜急行八丁畷
駅前

麦の穂をたよりにつかむ別れかな 翁 文政 13年（1830） 一種

35 神奈川県横浜市戸塚区
戸塚町

清源院 世の人の見つけぬ花や軒のくり はせを 天保年間（1830～
1844）

露肅

36 静岡県伊東市大原 物見塚公園 けふはかり人もとしよれ初しくれ 芭蕉翁 天保年間（1830～
1844）

五世雪中菴對山

37 静岡県静岡市葵区音羽町 清水寺 駿河路やはなたちはなも茶のにほひ　芭蕉翁 明和 7年（1770） 時雨窓六花庵社中
38 愛知県岡崎市藤川町一里
山南

十王堂 爰も三河むらさき麦のかきつはた はせを 寛政 5年（1793） 雪門月亭其雄連中

39 長野県茅野市ちの上原 頼岳寺 名月や池をめくりて終夜 花本大御神 文久 3年（1863） 不明
40 長野県諏訪市中洲 福島御頭御社宮司

社
風流の初やおくの田植うた 花本大御神 天保 15年（1844） 不明

41 石川県金沢市野町 成学寺 あかあかと日はつれなくも秋の風 宝暦 5年（1755） 堀麦水
42 富山県富山市梅沢町 真與寺 長嘯の墓も回るか鉢たたき 宝暦年間（1751～

1765）
不明

43 滋賀県大津市国分 近津尾神社 先たのむ椎の樹もあり夏木立 天保 14年（1843） 泉福寺恵性和尚
44 京都府宮津市文珠 天橋立砂洲 一聲の江によこたふやほとゝきす　 芭蕉翁 明和 4年（1767） 五升庵蝶夢
45 大阪府大阪市中央区久太郎
町

難波別院　南御堂 旅に病てゆめは枯野をかけまわる はせを 天保 14年（1843） 胡華庵超然ら

46 和歌山県伊都郡高野町 高野山　奥の院 父母のしきりにこひし雉子の聲 はせを翁 安永 4年（1775） 塩路芹風
47 和歌山県和歌山市和歌
浦中

芦辺屋・朝日屋
跡地

行春をわかの浦にて追付たり はせを 天保 4年（1833） 今井櫟亭

48 鳥取県倉吉市仲ノ町 長谷寺 一つ脱てうしろに負ぬ衣かえ はせを 寛政元年（1789） 湖月庵春亀
49 鳥取県境港市中野町 正福寺 梅が香にのと日の出る山路かな　 翁 文政元年（1818） 竹内生花門弟中
50 鳥取県米子市祇園町 感應寺 ものいへは唇寒し秋の風 寛政 5年（1793） 智昌院主素石募同

志
51 山口県下関市豊北町 阿川八幡宮 ものいへは唇寒し秋の風 桃青霊神 文化 7年（1810） 竹林亭連中
52 福岡県太宰府市宰府 太宰府天満宮 梅が香にのっと日の出る山路かな　 芭蕉翁 寛政元年（1789） 俗仙庵自他那連中


