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◆ キーワード　松尾芭蕉／句碑／在地伝承／別伝句／俳人集団

松
尾
芭
蕉
別
伝
句
の
在
地
伝
承
化
と
句
碑
建
立

　
―
現
存
す
る
芭
蕉
別
伝
句
句
碑
を
基
に
し
て
―

玉 

水　
洋 

匡

は
じ
め
に

平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
四
月
二
十
八
日
、『
中
日
新
聞
』
の
西
濃
版

の
朝
刊
に
「
芭
蕉
と
木
因
の
句
碑
除
幕　
垂
井
・
綾
戸
古
墳　
『
物
見
の
松
』

詠
む
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た）

1
（

。
記
事
に
よ
る
と
、「
芭
蕉
は
奥
の
細

道
な
ど
で
、
美
濃
の
城
下
町
大
垣
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
お
り
、
大
垣
の
船

問
屋
だ
っ
た
谷
木
因
と
は
兄
弟
弟
子
の
間
柄
だ
っ
た
。
不
破
郡
史
に
よ
る

と
、
垂
井
を
訪
れ
た
芭
蕉
ら
が
、
木
に
登
っ
て
旅
人
を
待
ち
構
え
た
と
さ

れ
る
熊
坂
長
範
の
伝
説
を
基
に
こ
の
句
を
詠
ん
だ
」
と
あ
る）

2
（

。
確
か
に
文

化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
秋
里
籬
島
が
編
纂
し
た
『
木
曽
路
名
所
図
会
』

巻
之
二
に
は
、
同
地
の
「
幣
懸
松
」
の
項
に
句
碑
に
刻
ま
れ
た
松
尾
芭
蕉

の
句
「
わ
る
暑
く
吹
や
一
ト
木
の
松
の
音
」
と
谷
木
因
の
句
が
掲
載
さ
れ

て
い
る）

3
（

。
一
方
で
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
出
さ
れ
た
『
去
来
発
句
集
』

に
は
「
わ
る
あ
つ
く
吹
や
人
見
の
松
の
風
」
と
い
う
句
が
、「
美
濃
の
国
熊

坂
か
人
見
の
松
に
て
」
と
い
う
前
書
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る）

4
（

。
つ
ま

り
「
わ
る
暑
く
」
の
句
は
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
と
い
う
伝
承
と
、
向
井
去

来
が
詠
ん
だ
と
い
う
伝
承
と
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
松
尾
芭
蕉
詠
と
伝
え
ら
れ
た
句
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
人

物
が
詠
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
句
が
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
で
あ
る
。

「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
は
二
百
句
あ
ま
り
存
在
し
、「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」

を
句
碑
に
刻
み
、
松
尾
芭
蕉
が
そ
の
句
を
詠
ん
だ
と
伝
え
て
い
る
地
域
が

複
数
存
在
し
て
い
る
。
し
か
も
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ
た
句
碑
を
大
切
に

保
存
し
て
い
る
地
域
ば
か
り
で
は
な
く
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
現
代
に

お
い
て
も
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
を
基
に
句
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
を
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
と
信
じ
、
語
り
伝

え
て
い
る
地
域
が
あ
る
こ
と
は
、
口
承
文
芸
研
究
上
注
目
す
べ
き
こ
と
で

あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
と
伝
承
さ
れ
な
が
ら
、
他
の
人
物
が
詠

ん
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
句
を
刻
ん
だ
句
碑
を
対
象
と
し
、
句
碑
建
立
の

状
況
や
現
在
の
句
碑
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
、「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
伝
承
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
の
伝
承
と
そ
れ
に
伴
う
句
碑
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の
存
在
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
口
承
文
芸
研
究
の
一
領
域
と
し
て
、
当
該

地
域
の
俳
人
集
団
で
あ
る
「
連
」
や
「
社
」
に
お
い
て
、「
松
尾
芭
蕉
別
伝

句
」
が
当
該
地
域
に
定
着
し
、「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
が
権
威
づ
け
ら
れ
て

い
っ
た
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
に
関
す
る
先
行
研
究

江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
松
尾
芭
蕉
の
句
を
集
め
た
書
籍
の
中
に
は
、

「
別
伝
句
」
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
「
実
作
句
」

「
別
伝
句
」
と
は
明
確
に
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
混
在
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
各
務
支
考
が
松
尾
芭
蕉
の
死
の
直
後
で
あ
る
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

に
ま
と
め
た
『
笈
日
記
』
に
は
す
で
に
「
別
伝
句
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る）

5
（

。

ま
た
風
国
が
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
ま
と
め
た
『
泊
船
集
』
に
は
、

「
芭
蕉
庵
拾
遺
稿
」
と
し
て
松
尾
芭
蕉
の
発
句
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
も
「
別
伝
句
」
が
み
ら
れ
る）

6
（

。
以
後
同
じ
傾
向
が
、
江
戸
時
代
で
は
続

い
て
い
く
。
管
見
の
限
り
、「
別
伝
句
」
を
明
確
に
他
の
句
と
区
別
し
、
別

な
作
者
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
最
初
の
松
尾
芭
蕉
句
集
は
、
花
の
本
秀

三
と
月
の
本
素
水
が
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
に
ま
と
め
た
『
纂
註
芭

蕉
翁
一
代
集
』
で
あ
る）

7
（

。

ま
た
江
戸
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
随
筆
に
も
、
松
尾
芭
蕉
に
関
す
る
記

述
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
「
別
伝
句
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
る
。
編
者
や
編
年
不
明
の
『
元
禄
宝
永
珍
話
』
巻
一
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。

元
禄
七
戌
年
十
月
十
二
日
、
俳
人
芭
蕉
翁
卒
、
年
五
十
一
、
江
州
粟

津
義
仲
寺
葬
る
な
り
、

芭
蕉
翁
俗
名
を
松
尾
忠
左
衛
門
と
云
、
伊
賀
上
野
藤
堂
家
之
近
臣
な

り
、（
中
略
）
其
吟
に
、

　
　
　
船
と
な
り
帆
と
な
る
風
の
ば
せ
う
か
な

伯
船
堂
、
無
名
庵
、
蓑
虫
庵
、
瓢
中
庵
の
諸
号
あ
り
、
初
め
名
を
宗

房
と
い
へ
り）

8
（

、

こ
の
「
船
と
な
り
帆
と
な
る
風
の
ば
せ
う
か
な
」
は
先
述
し
た
『
泊
船
集
』

に
は
松
尾
芭
蕉
の
句
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
此
句
翁
の

製
な
り
と
あ
る
人
申
さ
れ
し
實
否
は
し
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
一
方
元

禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
、
片
山
助
叟
が
編
集
し
た
『
誹
諧
釿
始
』
に
は

芳
賀
一
晶
の
句
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る）

10
（

。
つ
ま
り
こ
の
句
も
ま
た
「
別

伝
句
」
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
江
戸
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
芭
蕉
翁
行
脚
怪
談
袋
』

の
中
に
も
別
伝
句
は
登
場
し
て
い
る
。「
芭
蕉
翁
浪
華
の
旅
窓
に
客
死　
附

門
人
追
善
一
句
の
事
」
で
は
、
亡
く
な
っ
た
は
ず
の
芭
蕉
が
其
角
の
夢
に

迷
い
出
て
「
木
曽
殿
と
う
し
ろ
合
の
夜
寒
か
な
」
と
い
う
句
を
遺
す
）
11
（

。
こ

の
句
は
各
務
支
考
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
葛
の
松
原
』
で
は
伊
勢
の
又
玄

の
句
と
さ
れ
、「
木
曽
殿
と
背
あ
は
す
る
夜
寒
哉
」
と
あ
る）

12
（

。
伊
藤
龍
平
も

こ
の
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、『
芭
蕉
翁
行
脚
怪
談
袋
』
の
中
で
「
別
伝

句
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る）

13
（

。

し
た
が
っ
て
「
別
伝
句
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、
少
し
ず
つ
個
別
に
研
究

は
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
解
明
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
っ
て
い
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な
い
と
言
っ
て
い
い
。
改
め
て
「
別
伝
句
」
の
検
証
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
。

二　
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
の
現
地
調
査
か
ら
の
検
証

本
節
で
は
具
体
的
に
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
の
周
辺
か
ら
伝
承
を
探
っ

て
い
き
た
い
。
現
地
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
三
つ
の
地
域
の
事
例

を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①　
埼
玉
県
熊
谷
市
弥
藤
吾　
観
清
寺
の
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑

熊
谷
市
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、「
松

尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
は
観
清
寺
に
あ
る
「
雪
と
い
ふ
物
か
あ
る
そ
今
年
竹
」

と
い
う
一
基
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
句
碑
は
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
建

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
三
月
五
日
に
現
地
を

訪
れ
、
熊
谷
市
立
江
南
文
化
財
セ
ン
タ
ー
学
芸
員
の
山
下
祐
樹
さ
ん
か
ら

お
話
を
伺
っ
た
。
山
下
祐
樹
さ
ん
は
「
熊
谷
句
碑
物
語
」
と
い
う
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
ま
と
め
た
り
、
地
元
熊
谷
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
研
究

を
し
た
り
し
て
い
る
方
で
あ
る
。
山
下
祐
樹
さ
ん
に
よ
れ
ば
こ
の
句
は
松

尾
芭
蕉
の
真
筆
で
は
な
く
、
天
保
期
に
活
躍
し
た
桜
井
梅
室
の
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
地
元
熊
谷
で
は
長
ら
く
松
尾

芭
蕉
詠
句
と
さ
れ
、
現
在
に
お
い
て
も
松
尾
芭
蕉
詠
句
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
。
そ
こ
で
「
熊
谷
句
碑
物
語
」
に
お
い
て
も
、
別
伝
句
で
あ
る

可
能
性
に
は
触
れ
ず
、「
芭
蕉
3
8
歳
過
ぎ
の
句
と
推
定
さ
れ
ま
す
が
、

句
の
出
典
は
不
明
で
す
。」
と
紹
介
す
る
に
留
め
ら
れ
て
い
る）

14
（

。
現
在
の
と

こ
ろ
、
松
尾
芭
蕉
が
詠
ん
だ
と
い
う
出
典
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
天

保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
出
版
さ
れ
た
『
梅
室
家
集
』
上
「
夏
之
部
」「
今

年
竹
」
に
は
こ
の
句
が
記
載
さ
れ
て
い
る）

15
（

。
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
か

ら
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
間
に
、
こ
の
句
は
桜
井
梅
室
か
ら
松
尾
芭

蕉
が
詠
ん
だ
も
の
と
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
雪
と
い
ふ
」
の
句
が
松
尾
芭
蕉
詠
句
だ
と
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
に
は
幾
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
桜
井
梅
室
自
身
が
あ

ち
こ
ち
で
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
作
成
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
桜
井

梅
室
自
身
は
金
沢
の
人
で
あ
る
が
、
北
は
東
北
か
ら
南
は
九
州
ま
で
松
尾

芭
蕉
句
碑
に
刻
む
文
字
の
筆
を
執
っ
て
い
る
。
熊
谷
に
お
い
て
も
、
慶
応

四
年
（
一
八
六
八
）
に
建
立
さ
れ
た
「
雉
子
塚
の
碑
」
に
は
桜
井
梅
室
の

句
が
冒
頭
に
刻
ま
れ
て
い
る）

16
（

。
つ
ま
り
熊
谷
地
域
に
お
い
て
桜
井
梅
室
は

非
常
に
縁
の
深
い
人
物
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
妻
沼
聖

天
山
を
中
心
と
す
る
俳
人
集
団
の
存
在
で
あ
る
。
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

に
妻
沼
聖
天
山
に
松
尾
芭
蕉
句
碑
「
稲
妻
や　
闇
の
か
た
行　
五
位
の
声
」

を
建
立
し
た
う
ち
の
一
人
、
代
定
吉
は
建
部
巣
兆
門
下
で
あ
り
、
五
渡
の

俳
号
を
名
の
り
、
息
子
に
家
業
と
五
渡
の
俳
号
を
譲
っ
て
か
ら
は
五
翁
と

号
し
た）

17
（

。
な
お
こ
の
文
化
九
年
の
松
尾
芭
蕉
句
碑
の
裏
面
に
は
師
匠
で
あ

る
建
部
巣
兆
の
撰
文
が
刻
ま
れ
、
書
を
揮
毫
し
た
の
は
太
田
南
畝
と
い
う

豪
華
な
顔
ぶ
れ
と
な
っ
て
い
る）

18
（

。
ま
た
内
田
五
八
九
は
成
田
蒼
虬
の
門
下

で
皓
々
処
の
号
を
授
か
り
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
熊
谷
に
戻
っ
て

か
ら
は
日
永
庵
と
称
し
後
進
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た）

19
（

。
明
治
期
以
降
は
、

押
田
文
岱
が
内
田
五
八
九
の
甥
で
あ
る
内
田
朴
山
を
社
主
と
し
て
、
明
治
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二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
「
水
音
盟
書
社
」
を
立
ち
上
げ
た）

20
（

。
こ
の
よ

う
に
熊
谷
に
は
中
央
で
学
ん
だ
人
物
を
中
心
と
す
る
俳
人
集
団
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
別
伝
句
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
観
清
寺
は
、
現

在
で
も
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
菩
提
寺
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も

明
治
期
に
は
こ
こ
に
小
学
校
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
別
伝
句

碑
が
建
立
さ
れ
る
素
地
が
揃
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

②　
神
奈
川
県
横
須
賀
市
東
浦
賀
町　
叶
神
社
の
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑

浦
賀
に
は
浦
賀
港
を
挟
ん
で
西
浦
賀
町
と
東
浦
賀
町
に
そ
れ
ぞ
れ
叶
神

社
が
あ
る
。
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
五
月
三
日
に
両
方
の
叶
神
社
を
訪

れ
た
。
ま
ず
西
浦
賀
町
の
叶
神
社
を
参
詣
し
宮
司
さ
ん
に
松
尾
芭
蕉
句
碑

の
こ
と
を
伺
っ
た
。
東
浦
賀
町
に
あ
る
叶
神
社
と
は
宮
司
が
違
う
が
松
尾

芭
蕉
句
碑
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
続
い
て
「
浦
賀
の
渡
し
」
を
渡
っ
て
東
浦
賀
町
の
叶
神
社
を
参
詣
し

た
。
本
殿
前
の
階
段
下
に
は
境
内
の
案
内
板
が
置
か
れ
て
お
り
松
尾
芭
蕉

句
碑
も
案
内
板
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
松
尾
芭
蕉
句
碑
は
奥
社
に
通
じ
る

道
の
途
中
に
置
か
れ
て
い
た
。
松
尾
芭
蕉
句
碑
に
は
「
丹
よ
起
丹
よ
起
と

帆
は
し
良
寒
き
入
江
哉
」
の
句
が
刻
ま
れ
、
碑
の
前
面
上
部
に
は
「
正
風

宗
子
之
碑
」
と
掘
ら
れ
て
い
た
。
宮
司
さ
ん
に
お
話
を
伺
う
と
、
句
碑
は

松
尾
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
っ
た
福
井
貞
斎
が
建
立
し
、
そ
の
後
ず
っ
と
同
じ

場
所
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
松
尾
芭
蕉
が
浦
賀
に
来
た
際
に
、
叶
神
社
の

本
殿
か
ら
湾
を
見
て
詠
ん
だ
も
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
東
浦
賀
町

に
は
舟
番
所
が
置
か
れ
て
お
り
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

建
立
者
で
あ
る
福
井
貞
斎
に
つ
い
て
は
、
彼
の
墓
が
あ
る
専
福
寺
に
記

述
が
あ
る
。

東
叶
神
社
の
芭
蕉
碑
を
建
て
た
、
福
井
貞
斎
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
貞

斎
は
、
相
浦
社
と
い
う
俳
諧
（
連
句
・
俳
句
の
総
称
）
の
結
社
を
作
っ

て
い
た
よ
う
で
、
当
時
、
浦
賀
で
俳
諧
が
い
か
に
盛
ん
で
あ
っ
た
か

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
明
治
3
年
に
没
し
ま
し
た
。

墓
石
に
は
、「
達
磨
忌
の
大
根
膾
や
摺
り
は
な
し
」
と
い
う
辞
世
の
句

と
、「
何
事
も
よ
し
や
あ
し
屋
に
さ
は
が
し
の
世
を
の
が
れ
て
行
身
こ

そ
楽
し
き
」
と
い
う
狂
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す）

21
（

。

な
ぜ
東
浦
賀
町
の
叶
神
社
に
句
碑
を
建
立
し
た
の
か
。
な
ぜ
北
村
湖
春
の

句
が
松
尾
芭
蕉
詠
句
と
伝
承
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
現
在
調
査

中
で
あ
り
判
明
し
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
福
井
貞
斎
と
相
浦
社
そ
し

て
東
浦
賀
町
の
叶
神
社
が
伝
承
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
ち
な
み
に
『
芭
蕉
俳
句
集
』
に
よ
れ
ば
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）

に
出
さ
れ
た
遊
林
に
よ
る
『
反
故
集
』
に
は
松
尾
芭
蕉
作
と
あ
り
、
元
禄

十
年
（
一
六
九
七
）
に
出
さ
れ
た
挙
堂
に
よ
る
『
真
木
柱
』
に
は
北
村
湖

春
作
と
あ
る
と
い
う）

22
（

。

③　

 

山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町　
勝
沼
ぶ
ど
う
郷
駅
前
・
上
町
小
公
園
・
大

善
寺
の
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑

令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
三
月
十
二
日
に
勝
沼
町
を
訪
ね
た
。
勝
沼
ぶ

ど
う
郷
駅
前
に
置
か
れ
た
句
碑
は
正
面
に
「
勝
沼
や
馬
子
も
ぶ
ど
う
を
食

ひ
な
が
ら
」
と
刻
ま
れ
、
左
側
面
に
は
「
芭
蕉
・
伝
説
」
と
あ
る
。
勝
沼

ぶ
ど
う
郷
駅
の
観
光
案
内
所
の
方
に
話
を
聞
く
と
、
こ
の
碑
は
だ
い
ぶ
前

か
ら
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
勝
沼
ぶ
ど
う
郷
駅
か
ら
旧
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勝
沼
町
中
心
部
に
行
く
と
、
県
道
二
一
四
号
線
と
県
道
三
四
号
線
が
交
差

す
る
周
辺
に
上
町
小
公
園
が
あ
る
。
上
町
小
公
園
の
上
部
に
や
は
り
「
勝

沼
や
馬
子
も
ぶ
ど
う
を
食
ひ
な
が
ら
」
の
句
碑
が
あ
る
。
句
碑
の
脇
に
は

「
上
町
小
公
園
伝
芭
蕉
句
碑
」
と
書
か
れ
た
案
内
板
が
建
て
ら
れ
、「
句
は

蓮
之
の
作
、
芭
蕉
作
と
し
て
早
く
か
ら
誤
伝
さ
れ
て
き
た
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
勝
沼
に
あ
る
大
善
寺
に
も
同
様
の
句
碑
が
あ
る
。
大
善

寺
で
は
執
事
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
。
こ
の
句
碑
を
建
立
し
た
の
は
大
善

寺
の
当
代
の
ご
住
職
だ
と
い
う
。
ま
た
上
町
小
公
園
に
あ
る
句
碑
も
元
々

は
大
善
寺
に
置
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
道
路
の
拡
張
工
事
の
た
め

に
上
町
小
公
園
に
移
建
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
大
善
寺
は
甲
州
葡
萄
発
祥

の
伝
説
を
有
す
る
寺
で
あ
り
、
通
称
「
ぶ
ど
う
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ

う
で
あ
る
。
大
善
寺
の
住
職
が
境
内
で
栽
培
し
た
ぶ
ど
う
を
使
い
、
自
ら

醸
造
し
た
「
ぶ
ど
う
寺
ワ
イ
ン
」
も
売
ら
れ
て
い
た
。
松
尾
芭
蕉
が
勝
沼

町
を
訪
れ
た
こ
と
や
、「
勝
沼
や
馬
子
も
ぶ
ど
う
を
食
ひ
な
が
ら
」
を
詠
ん

だ
と
い
う
こ
と
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
教
わ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
大
善
寺
境
内
に
は
も
う
一
つ
松
尾
芭
蕉
句
碑
が
置
か
れ
て
い
る
。

「
芭
蕉
翁
甲
斐
塚
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
句
碑
は
道
路
を
見
下
ろ
す
よ
う
に

建
っ
て
い
る
。
案
内
板
に
書
か
れ
て
い
た
説
明
を
引
用
す
る
。

　
「
蛤
の
生
け
る
甲
斐
あ
れ
年
の
暮
」
芭
蕉

　
こ
の
碑
は
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
十
月
に
藤
井
村
の
草
々

庵
梅
童
（
一
七
〇
一
〜
一
七
八
一
）
が
父
梅
馬
の
意
志
を
継
ぎ
建
立

し
た
も
の
で
、
合
わ
せ
て
「
俳
諧
甲
斐
塚
集
」
が
選
集
さ
れ
、「
霜
を

出
て
霜
よ
り
白
し
塚
の
月
」
の
梅
童
の
建
立
句
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

梅
馬
（
〜
一
七
五
七
）
は
名
を
渡
辺
武
右
衛
門
と
い
い
、
守
墨
庵
柳

居
や
弟
子
の
門
瑟
と
親
交
が
あ
り
、
蕉
門
の
柳
居
の
流
れ
を
甲
斐
に

伝
え
た
先
駆
者
。

　
ま
た
、
こ
の
碑
は
県
内
に
数
多
く
あ
る
芭
蕉
句
碑
の
中
で
最
も
古

い
も
の
で
あ
る
。 

甲
州
市
教
育
委
員
会

こ
の
よ
う
に
大
善
寺
周
辺
で
は
蕉
門
の
一
流
派
が
受
け
継
が
れ
、
俳
人
集

団
を
形
成
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
受
け
皿
と
し
て
の
役

割
を
大
善
寺
は
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
勝
沼
や
」
の
句
が
松
尾
芭
蕉
詠
句
だ
と
伝
わ
っ
て
い
た
の
は
、
江
戸
時

代
か
ら
で
あ
る
。
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
何
丸
が
編
纂
し
た
『
芭
蕉

翁
句
解
大
成
』
に
は
、「
勝
沢
や
孫
は
葡
萄
を
喰
な
が
ら
」「
愚
考
孫
に
て

は
聞
へ
ず
馬
士
の
伝
写
な
る
べ
し
甲
州
路
な
と
の
葡
萄
の
名
物
の
地
な
ど

に
て
の
吟
な
る
べ
け
れ
ど
も
未
考
」
と
あ
る）

23
（

。
こ
こ
か
ら
は
文
政
年
間
に

「
勝
沼
や
」
の
句
が
松
尾
芭
蕉
詠
と
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治

二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
大
森
快
庵
ら
が
編
纂
し
た
『
甲
斐
叢
記
』「
勝

沼
驛
」
に
も
「
勝
沼
や
馬
子
も
葡
萄
を
喰
な
が
ら　
は
せ
を
」
と
掲
載
さ

れ
て
い
る）

24
（

。
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、当
該
地
域
で
「
勝

沼
や
」
の
句
は
松
尾
芭
蕉
詠
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和

十
一
年
（
一
九
三
六
）
八
月
に
『
山
梨
日
日
新
聞
』
で
連
載
さ
れ
た
「
芭

蕉
と
甲
州
」
で
も
、
野
口
二
郎
は
「
勝
沼
や
」
の
句
が
「
今
日
勝
沼
に
口

碑
と
し
て
残
つ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）

25
（

。

「
勝
沼
や
」
の
句
が
松
尾
芭
蕉
詠
句
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
等
々

力
の
万
福
寺
に
一
時
滞
在
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
」
い
る
か
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ら
で
あ
る）

26
（

。『
勝
沼
町
誌
』
に
は
松
尾
芭
蕉
勝
沼
来
訪
の
伝
承
に
つ
い
て
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

甲
州
行
は
何
人
を
頼
り
に
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
に
は

諸
説
が
あ
つ
て
は
つ
き
り
し
な
い
。（
中
略
）
第
二
は
初
雁
村
の
杉
風

の
姉
説
で
あ
る
。「
芭
蕉
翁
略
伝
」（
湖
中
撰
）
に

　

 

一
説
に
、
甲
州
の
郡
内
谷
村
と
初
雁
村
と
に
久
し
く
足
を
と
ど
め

ら
れ
し
事
あ
り
、
初
雁
村
の
等
力
山
万
福
寺
と
い
ふ
寺
に
、
翁
の

書
れ
し
も
の
多
く
あ
り
。
又
初
雁
村
に
杉
風
が
姉
あ
り
し
と
い
へ

ば
、
深
川
の
庵
焼
失
の
後
、
か
の
姉
の
許
へ
、
杉
風
よ
り
添
書
な

ど
持
れ
て
行
れ
し
な
る
べ
し
と
云
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
右
の
文
中
に
初
狩
村
の
等
力
山
万
福
寺
と
あ
る

が
、
初
狩
村
に
万
福
寺
と
い
う
寺
が
あ
つ
た
証
跡
は
全
く
な
い
の
で

あ
る
。
と
す
る
と
現
勝
沼
町
等
々
力
の
等
々
力
山
万
福
寺
の
誤
伝
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
て
来
る
。（
中
略
）

　
第
二
回
目
の
入
峡
は
貞
享
二
年
夏
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
野
晒
紀

行
の
帰
途
、「
思
ひ
立
つ
木
曽
や
四
月
の
桜
狩
」
と
熱
田
で
吟
じ
て
、

木
曽
に
出
で
、
い
ず
れ
の
道
を
経
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
再
び
甲
斐

を
訪
れ
て
い
る
。（
中
略
）

第
二
回
目
の
入
峡
が
木
曽
か
ら
塩
尻
・
諏
訪
を
経
て
甲
斐
に
入
つ
た

と
す
る
と
勝
沼
の
地
を
も
通
過
し
た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い）

27
（

。

こ
の
よ
う
に
、
松
尾
芭
蕉
勝
沼
来
訪
伝
承
と
伝
・
松
尾
芭
蕉
詠
句
が
結
び

つ
い
て
い
る
。
一
方
で
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
白
芹
が
編
纂
し
た
『
青

ひ
さ
こ
』
に
は
、「
勝
沼
や
」
の
句
の
作
者
は
「
蓮
之
」
と
な
っ
て
い
る）

28
（

。

「
蓮
之
」
と
は
杉
山
杉
風
の
弟
子
の
松
木
蓮
之
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

29
（

。
松

木
蓮
之
の
父
青
雲
は
甲
州
出
身
で
あ
り
、
蓮
之
自
身
も
度
々
甲
府
を
訪
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
の
蓮
之
詠
句
が
、
勝
沼
を
訪
れ
た
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
松
尾
芭
蕉
詠
句
と
さ
れ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る）

30
（

。

こ
こ
ま
で
現
地
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
三
地
域
に
お
い
て
、
現

存
す
る
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
句
碑
」
を
基
に
し
て
、「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」

が
在
地
伝
承
化
し
て
い
く
過
程
と
句
碑
建
立
が
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し

て
き
た
。
句
碑
以
外
の
典
拠
の
有
無
や
当
該
地
域
に
お
け
る
「
松
尾
芭
蕉

来
訪
伝
承
」
の
有
無
な
ど
、
三
地
域
に
お
け
る
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
句
碑
に
刻
ま
れ
た
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
が
口
碑
と
し

て
伝
わ
っ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
三
地
域
と
も
句
碑
建
立
地

周
辺
に
お
い
て
、
松
尾
芭
蕉
の
流
れ
を
く
む
俳
人
集
団
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
当
該
地
域
の
俳
人
集
団
が
、
当
該
の
「
松
尾
芭

蕉
別
伝
句
」
を
伝
承
し
て
い
た
と
い
う
明
確
な
「
証
拠
」
は
今
の
と
こ
ろ

存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
松
尾
芭
蕉
詠
句
と
伝
承
さ
れ
た
句
が

地
元
の
俳
人
集
団
に
よ
っ
て
「
在
地
伝
承
化
」
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

は
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
の
証
と
し
て
別
伝
句
の

句
碑
は
建
立
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
在
、
研
究
成
果
と
し
て

別
の
作
者
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
当
該
地
域
に
お
い
て
は
松
尾

芭
蕉
詠
句
と
い
う
伝
承
は
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三　
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
の
全
国
分
布
か
ら
の
検
証

現
地
調
査
で
き
た
の
は
三
地
域
に
す
ぎ
な
い
が
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」

は
日
本
各
地
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」

の
分
布
や
事
例
比
較
を
通
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
別
伝
句
碑
の
確
定

に
つ
い
て
は
、
Ⓐ
『
石
に
刻
ま
れ
た
芭
蕉
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
別
伝
句

碑
、
Ⓑ
『
新
訂
増
補　
全
国
文
学
碑
総
覧
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
別
伝
句

碑
、
Ⓒ
筆
者
が
現
地
調
査
に
よ
り
見
つ
け
た
別
伝
句
碑
、
Ⓓ
新
聞
記
事
に

掲
載
さ
れ
た
最
近
建
立
さ
れ
た
別
伝
句
碑
を
典
拠
と
し
た）

31
（

。
こ
れ
ら
の「
松

尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
を
事
例
と
し
、
次
の
観
点
に
基
づ
い
て
表
Ⅰ
「
松
尾

芭
蕉
別
伝
句
碑
一
覧
」
に
ま
と
め
た
。
観
点
は
①
所
在
地
②
建
立
地
③
句

④
建
立
年
⑤
別
の
作
者
⑥
典
拠
の
六
つ
で
あ
る
。
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　
「
所
在
地
」
か
ら
の
考
察

①
の
「
所
在
地
」
は
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
が
ど
の
地
域
に
あ
る
の

か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。「
所
在
地
」
に
注
目
す
る
と
、
北
海
道
・
沖

縄
県
を
除
く
地
域
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
関
東
・
甲
信
越
地
方

に
多
く
見
ら
れ
る
。
東
海
や
中
国
地
方
に
は
数
例
ず
つ
存
在
し
て
お
り
、

東
北
や
九
州
に
は
一
例
ず
つ
、
近
畿
や
四
国
に
は
二
例
ず
つ
し
か
存
在
し

て
い
な
い
。
特
に
甲
信
越
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
別
伝
句
以
外
の

松
尾
芭
蕉
句
碑
で
も
同
様
で
あ
る
。
別
伝
句
碑
の
分
布
は
、
必
ず
し
も
松

尾
芭
蕉
来
訪
伝
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
共
通
点
と
し
て

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
句
碑
に
刻
ま
れ
た
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
が
口
碑
と
し

て
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
松
尾
芭
蕉
の
流
れ
を
く
む
俳
人
集
団
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

②　
「
建
立
地
」
か
ら
の
考
察

②
の
「
建
立
地
」
は
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
が
当
該
地
域
の
ど
こ
に

置
か
れ
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
種
別
に
ま
と
め
る
と
寺

院
が
一
五
例
、
神
社
が
一
二
例
、
個
人
宅
が
五
例
、
そ
の
他
駅
や
公
園
な

ど
が
六
例
と
な
っ
て
い
る
。
寺
院
や
神
社
が
大
部
分
を
占
め
、
寺
院
が
よ

り
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
寺
社
が
身
分
を
越
え
た
集
ま
り
で
あ
る
俳

人
集
団
の
受
け
皿
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
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
。
別
伝
句
碑

が
置
か
れ
て
い
る
個
人
宅
が
当
該
地
域
の
有
力
俳
人
宅
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
今
後
現
地
調
査
を
行
な
い
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
駅
や

公
園
は
建
立
年
代
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
後
代
に
な
っ

て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
元
々
あ
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
移
建
し
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③　
「
句
」
か
ら
の
考
察

③
の
「
句
」
と
は
句
碑
に
ど
の
よ
う
な
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
か
を
ま

と
め
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
事
例
は
一
例
ず
つ
違
う
句
が
刻
ま
れ
て
お
り
、

当
該
地
域
の
地
名
や
関
連
す
る
も
の
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。

「
勝
沼
や
馬
子
も
ぶ
ど
う
を
食
ひ
な
が
ら
」
は
三
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
勝

沼
」
と
い
う
同
地
域
で
そ
れ
だ
け
強
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
が
複
数
の
地
域
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
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の
は
次
の
三
つ
の
句
で
あ
る
。「
も
ろ
も
ろ
の
心
柳
に
ま
か
す
へ
し
」
は
七

例
、「
に
ょ
き
〳
〵
と
帆
は
し
ら
寒
き
入
江
か
な
」
は
四
例
、「
舟
と
な
り

帆
と
な
り
風
の
は
せ
を
か
な
」
は
二
例
、
現
在
の
と
こ
ろ
判
明
し
て
い
る
。

「
も
ろ
も
ろ
の
心
柳
に
ま
か
す
へ
し
」
に
つ
い
て
は
建
立
年
代
、
建
立
者
と

も
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
関
連
性
は
な
く
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
複
数
地
域
に

お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
か
判
明
し
て
い
な
い
。「
舟
と
な
り
帆
と
な
り

風
の
は
せ
を
か
な
」
に
つ
い
て
は
事
例
が
少
な
く
、
憶
測
の
域
を
出
な
い

た
め
、
引
き
続
き
調
査
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。「
に
ょ
き

〳
〵
と
帆
は
し
ら
寒
き
入
江
か
な
」
も
事
例
は
少
な
い
が
、
建
立
地
は
海

沿
い
で
あ
り
、
建
立
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
の
松
尾
芭
蕉
百
回
忌
か

ら
百
五
十
回
忌
の
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
見
い
だ
せ
る
。
具
体
的
に
は

ま
だ
考
察
で
き
て
い
な
い
が
、
海
路
に
よ
る
「
伝
播
者
」
の
存
在
が
想
定

さ
れ
る
。
仮
に
こ
れ
ら
の
句
が
伝
播
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
当
該
地
域

に
取
り
込
み
、
当
該
地
域
の
伝
承
と
し
て
「
在
地
伝
承
化
」
し
て
い
っ
た

存
在
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
各
地
域
の
地
史
に
は
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
と
と
も
に
、「
松
尾
芭

蕉
の
伝
承
」
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
№
1
（
表
Ⅰ
の
番
号
を
参

照
、
以
下
本
章
中
は
同
じ
）
の
事
例
で
は
『
刈
田
郡
誌
』「
七
ケ
宿
村
」
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
芭
蕉
の
句
碑
】
湯
原
東
光
寺
前
に
あ
り
。
長
四
尺
、
幅
一
尺
七
寸
。

　
　
　
　
そ
の
か
み
は
や
つ
な
り
け
ら
す
さ
よ
き
ぬ
た
。

　
　
芭
蕉
翁
初
め
て
こ
の
地
を
通
過
し
た
る
時
は
草
木
生
ひ
茂
れ
る

　
　
淋
し
き
寒
村
な
り
し
が
、
再
度
通
過
の
時
は
開
墾
事
業
大
い
に

　
　
進
み
人
家
も
立
並
べ
る
に
よ
り
こ
の
句
あ
り
し
と
傳
ふ
）
32
（

。

『
刈
田
郡
誌
』
が
編
ま
れ
た
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
時
点
で
は
、
松
尾
芭

蕉
が
複
数
回
来
訪
し
、「
そ
の
か
み
は
」
の
句
を
詠
ん
だ
と
い
う
伝
承
が
見

て
と
れ
る
。
一
方
で
「
そ
の
か
み
は
」
の
句
は
後
述
す
る
公
羽
が
詠
ん
だ

と
す
る
伝
承
も
あ
る
。
平
成
に
入
っ
て
同
地
で
ま
と
め
ら
れ
た
町
お
こ
し

の
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

◆
公
羽
の
句
碑

　
　
「
そ
の
か
み
は　
谷
地
な
り
け
ら
し　
小
夜
砧
」

　
　

 

碑
の
上
部
に
は
芭
蕉
翁
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
公
羽
を
翁
と
読
み

違
い
当
時
の
人
び
と
が
芭
蕉
の
没
後
1
0
0
年
忌
を
記
念
し
て

建
て
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
公
羽
は
、
本
名
を
岸
本
八
郎
兵
衛
と

い
い
、
庄
内
藩
士
で
す
が
、
松
尾
芭
蕉
が
鶴
岡
に
滞
在
し
た
と

き
に
芭
蕉
に
入
門
し
て
以
来
、
芭
蕉
と
文
通
を
絶
や
さ
ず
享
保

4
年
（
1
9
1
9
）
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
　

 

湯
原
で
は
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
文
人
墨
客
が
宿
泊
し
、
村
人

も
そ
の
影
響
を
受
け
て
句
会
な
ど
も
行
わ
れ
て
お
り
、
文
化
的

な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
句
碑
は
そ
う
し
た
人
び
と

が
建
て
た
も
の
で
す）

33
（

。

時
代
に
よ
っ
て
伝
承
が
変
化
し
て
い
る
様
が
、
№
1
の
事
例
か
ら
は
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
№
10
の
事
例
で
は
『
寺
泊
町
史
』
に
次
の

よ
う
に
あ
る
。

元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
七
月
四
日
、「
奥
の
細
道
」
の
旅
を
続
け
る

芭
蕉
は
弟
子
の
曽
良
を
伴
っ
て
寺
泊
を
通
っ
た
。
こ
の
日
、
朝
早
く
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弥
彦
の
宿
を
出
た
二
人
は
野
積
の
西
生
寺
に
立
ち
寄
り
、
弘
智
法
印

に
参
詣
し
て
い
る
。『
曽
良
旅
日
記
』
に
よ
る
と
「
四
日　
快
晴　
辰

の
上
刻
、
弥
彦
を
立
ち
、
弘
智
法
印
像
拝
ま
ん
と
し
て
峠
よ
り
右
へ

半
道
ば
か
り
行
く
、
谷
の
内
、
森
あ
り
、
堂
あ
り
、
像
あ
り
、
二
、三

町
行
き
て
最
正
寺
（
西
生
寺
）
と
言
う
所
を
ノ
ズ
ミ
（
野
積
）
と
言

う
浜
へ
出
て
」
と
あ
る
か
ら　
猴
ケ
馬
場
の
峠
を
越
え
て
西
生
寺
、

そ
し
て
弘
智
即
身
仏
に
参
詣
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
芭
蕉
の
弘

智
法
印
参
拝
は
、「
曽
良
旅
日
記
」
発
見
前
か
ら
「
芭
蕉
翁
句
鑑
」
に

よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
句
鑑
に
は
、「
コ
ウ
チ
法
印
の

霊
地
に
て
」
と
題
し
て
「
み
な
月
や
か
ら
鮭
拝
む
野
栖
山
」
と
詠
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
研
究
家
の
間
で
「
弘
智
即

身
仏
参
詣
は
七
月
四
日
な
の
に
、
六
月
の
水
無
月
の
季
語
は
お
か
し

い
」
と
し
て
疑
義
を
は
さ
む
人
も
い
る
。
西
生
寺
の
案
内
人
は
、
み

な
月
を
文
月
（
七
月
）
に
訂
正
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
句
は
、
乾
涸
び
た
弘
智
法
印
の
ミ
イ
ラ
を
乾
鮭
に
な
ぞ
ら
え
て
詠

ん
だ
も
の
で
あ
り
、
乾
鮭
と
水
無
月
が
縁
の
あ
る
語
で
あ
る
か
ら
、

参
詣
の
期
日
に
と
ら
わ
れ
ず
、
句
と
し
て
は
こ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い

と
す
る
向
き
も
あ
る）

34
（

。

こ
こ
で
も
「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
と
「
松
尾
芭
蕉
来
訪
伝
承
」
が
結
び
つ

い
て
い
る
。
一
方
で
青
柳
清
作
は
「
此
の
句
が
果
し
て
芭
蕉
翁
の
句
で
あ

る
か
否
や
の
点
に
つ
い
て
疑
う
も
の
で
あ
る
。
或
は
支
考
の
句
の
誤
伝
で

は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る）

35
（

。
№
10
の
句
も
ま
た
別
な
作
者
、
こ
こ

で
は
各
務
支
考
詠
句
の
伝
承
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
寺
泊
町
史
』

に
あ
っ
た
よ
う
に
、
句
碑
の
碑
面
は
『
芭
蕉
翁
句
鑑
』
の
句
と
は
違
う
形

で
彫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
。

④　
「
建
立
年
」
か
ら
の
考
察

④
の
「
建
立
年
」
と
は
句
碑
が
い
つ
建
立
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

ま
と
め
て
い
る
。
年
代
未
詳
に
つ
い
て
は
参
考
に
し
た
書
籍
に
明
記
さ
れ

て
お
ら
ず
、
現
地
調
査
を
済
ま
せ
て
い
な
い
事
例
で
あ
る
。「
建
立
年
」
か

ら
わ
か
る
こ
と
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
最
初
に
「
松
尾
芭
蕉
別

伝
句
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
の
が
判
明
し
て
い
る
限
り
で
は
、
松
尾
芭
蕉
の

百
回
忌
の
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
で
あ
る
。
句
を
伝
承
す
る
た
め
に
は

あ
る
程
度
の
時
間
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
二
つ
目
は

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
な
お
、「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
碑
」
は
建
立
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
、
当
該
地
域
で
伝

承
さ
れ
て
い
た
松
尾
芭
蕉
詠
句
が
別
伝
句
で
あ
る
と
判
明
す
る
と
、「
芭
蕉
」

の
文
字
を
セ
メ
ン
ト
で
塗
り
つ
ぶ
し
た
り
、
句
碑
そ
の
も
の
を
撤
去
し
た

り
し
て
し
ま
う
。「
誤
伝
」
し
て
い
る
こ
と
を
「
悪
」
と
考
え
、
こ
れ
ま
で

の
伝
承
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
う
傾
向
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
看
板

を
新
た
に
設
置
し
、
松
尾
芭
蕉
の
句
だ
と
伝
承
し
て
き
た
経
緯
や
別
の
作

者
の
句
碑
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
地
域
も
あ
る
。
そ
の
一
方
で
そ
う
し

た
研
究
成
果
を
知
り
な
が
ら
も
、
当
該
地
域
の
伝
承
を
守
り
続
け
て
い
る

地
域
も
あ
る
。

⑤　
「
別
の
作
者
」
か
ら
の
考
察

⑤
の
「
別
の
作
者
」
と
は
句
碑
に
刻
ま
れ
た
句
の
作
者
と
し
て
、
松
尾

芭
蕉
以
外
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
人
物
を
ま
と
め
て
い
る
。
松
尾
芭
蕉
と
と
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も
に
伝
承
さ
れ
る
人
物
と
し
て
多
い
の
は
、
蕉
門
十
哲
を
始
め
と
す
る
直

弟
子
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
向
井
去
来
が
別
々
の
句
で
三
例
と
最
も

多
い
。
な
お
№
1
で
出
て
く
る
岸
本
公
羽
は
松
尾
芭
蕉
の
生
前
か
ら
混
同

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
各
務
支
考
の
代
筆
に
よ
る
松
尾
芭
蕉
の
遺
言

状
に
は
、「
羽
州
岸
本
八
郎
右
衛
門
發
句
二
句
、
炭
俵
に
拙
者
句
に
な
り
、

公
羽
と
翁
と
の
紛
れ
に
て
可
レ
有
レ
之
、
杉
風
よ
り
急
度
御
斷
可
給
候
）
36
（

。」
と

あ
る
。
縦
書
き
で
あ
る
が
た
め
に
、「
公
羽
」
と
松
尾
芭
蕉
を
指
す
「
翁
」

が
混
同
さ
れ
た
と
松
尾
芭
蕉
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
だ
。
直
弟
子
以
外
に

も
、
孫
弟
子
に
あ
た
る
松
木
蓮
之
や
、
松
尾
芭
蕉
の
血
縁
者
と
も
言
わ
れ

る
天
野
桃
隣
、
松
尾
芭
蕉
の
兄
弟
子
に
当
た
る
北
村
湖
春
と
い
っ
た
人
物

と
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
松
尾
芭
蕉
の
死
後
に
活
躍
し
た
俳
諧
師
た

ち
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
№
6
の
桜
井
梅
室
や
№
18
の
高
桑
䦨
更
は
蕉

門
俳
人
と
は
い
え
、
江
戸
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
人

物
で
あ
る
。
ま
た
№
22
の
飯
尾
宗
祇
は
松
尾
芭
蕉
以
前
の
人
物
だ
が
、
伊

藤
龍
平
に
よ
れ
ば
「
宗
祇
説
話
の
後
継
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
芭
蕉
で
あ

る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
、
そ
の
た
め
「
近
世
の
宗

祇
説
話
に
は
、
し
ば
し
ば
芭
蕉
が
登
場
す
る
」
と
い
う）

37
（

。
つ
ま
り
松
尾
芭

蕉
詠
句
と
伝
承
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

お
わ
り
に

「
松
尾
芭
蕉
別
伝
句
」
に
つ
い
て
、
現
地
調
査
に
よ
る
成
果
を
ま
と
め
、

全
国
的
な
分
布
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
地
調
査
で

き
た
も
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
得
た
考
察
は
現
時
点
で
の

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
地
域
の
人
々
に
配
慮
を
し
な
が
ら
、
現
地

調
査
を
進
め
、
俳
人
集
団
が
伝
承
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
き

た
い
。

本
研
究
は
「
芭
蕉
翁
伝
承
句
」
碑
を
基
に
し
た
、
伝
・
芭
蕉
翁
詠
句
に

対
す
る
伝
承
文
学
的
考
察
を
試
み
た
検
証
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研

究
は
、
和
歌
説
話
か
ら
の
接
続
を
考
察
し
た
、
伊
藤
龍
平
の
「
近
世
俳
諧

説
話
」
研
究
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
る）

38
（

。
ま
た
句
碑
建
立
に
よ
り
松
尾

芭
蕉
を
祀
る
点
に
お
い
て
は
、
及
川
祥
平
が
提
唱
し
た
「
偉
人
崇
拝
の
民

俗
学
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る）

39
（

。
さ
ら
に
重
信
幸
彦
が
述
べ

た
、
兵
士
の
武
勇
・
忠
勇
を
語
り
「
英
霊
」
を
顕
彰
す
る
、
兵
士
を
主
人

公
に
し
た
「
軍
事
美
談
」
と
、
松
尾
芭
蕉
の
偉
業
を
語
り
「
芭
蕉
」
を
顕

彰
す
る
、
松
尾
芭
蕉
を
主
人
公
に
し
た
「
松
尾
芭
蕉
の
伝
承
」
も
類
似
す

る
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る）

40
（

。
今
後
こ
う
し
た
研
究
と
の
つ
な

が
り
、
そ
し
て
俳
人
集
団
に
お
け
る
「
伝
承
」
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

註（
1
） 「
芭
蕉
と
木
因
の
句
碑
除
幕　
垂
井
・
綾
戸
古
墳　
『
物
見
の
松
』
詠
む
」

『
中
日
新
聞
』（
西
濃
版
）
二
〇
〇
六
年
四
月
二
十
八
日
。

（
2
） （
1
）
と
同
。

（
3
） 

秋
里
籬
島
『
木
曾
路
名
所
図
会
』
巻
之
二　
一
八
〇
五　
西
村
吉
兵
衛　
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早
稲
田
大
学
蔵
。

（
4
） 
向
井
去
来
『
去
来
発
句
集
』
一
七
七
一　
出
版
者
不
明　
早
稲
田
大
学
蔵
。

（
5
） 
各
務
支
考
『
笈
日
記
』
上　
一
六
九
五　
井
筒
屋　
早
稲
田
大
学
蔵
。

『
笈
日
記
』
に
は
「
渺
〳
〵
と
尻
な
ら
べ
た
る
田
植
哉
」
の
句
が
松
尾

芭
蕉
の
句
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
紹
介
す
る
『
泊
船
集
』

巻
之
三
に
は
「
笈
日
記
に
渺
〳
〵
と
尻
な
ら
へ
た
る
田
う
え
哉
と
云
句

を
入
集
い
た
さ
れ
け
れ
と
是
は
伊
丹
の
句
に
て
翁
の
句
に
あ
ら
す
」
と

あ
る
。
そ
の
た
め
現
時
点
で
は
、「
松
尾
芭
蕉
実
作
句
」
で
は
な
く
「
別

伝
句
」
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
） 

伊
藤
風
国
『
泊
船
集
』
巻
之
四　
一
六
九
八　
井
筒
屋　
早
稲
田
大
学

蔵
。
例
え
ば
『
泊
船
集
』
巻
之
四
に
「
盆
過
て
宵
や
み
く
ら
し
虫
の
聲
」

の
句
が
松
尾
芭
蕉
の
句
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
誹
諧
草
庵
集
』

琴
に
は
「
盆
過
の
宵
闇
悲
し
虫
の
聲
」
の
句
が
尼
松
山
の
句
と
し
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
。『
誹
諧
草
庵
集
』
は
句
空
編　
一
七
〇
〇　
出
版
者

不
明　
早
稲
田
大
学
蔵
。
そ
の
た
め
現
時
点
で
は
、「
松
尾
芭
蕉
実
作

句
」
で
は
な
く
、「
別
伝
句
」
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
） 

花
の
本
秀
三
・
月
の
本
素
水
校
注
『
纂
註
芭
蕉
翁
一
代
集
』
一
八
九
一　

今
古
堂　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
8
） 『
元
禄
宝
永
珍
話
』（
早
川
純
三
郎
ら
編
『
近
世
風
俗
見
聞
集
』
第
一　

一
九
一
二　
国
書
刊
行
会
）。

（
9
） （
6
）
と
同
書
。

（
10
） 

片
山
助
叟
『
誹
諧
釿
始
』
一
六
九
二　
井
筒
屋
（
俳
文
学
会
編
『
誹
諧

釿
始
』
未
刊
連
歌
俳
諧
資
料　
一
九
六
一　
自
刊
）。

（
11
） 『
芭
蕉
翁
行
脚
怪
談
袋
』
一
八
九
一　
今
古
堂　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
12
） 

各
務
支
考
・
伊
藤
不
玉
『
葛
の
松
原
』
一
六
九
三
成
立
・
一
八
二
〇
写

本　
早
稲
田
大
学
蔵
。

（
13
） 

伊
藤
龍
平
訳
・
解
説
『
怪
談
お
く
の
ほ
そ
道
』
二
〇
一
六　
国
書
刊
行

会
。

（
14
） 

山
下
祐
樹
「
熊
谷
句
碑
物
語
―
熊
谷
の
歴
史
を
彩
る
俳
句
と
句
碑
を
め

ぐ
る
旅
―
」
二
〇
一
八　
熊
谷
学
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
・
熊
谷
句
碑
研
究
会
。

（
15
） 

桜
井
梅
室
『
梅
室
家
集
』
上　
一
八
三
九　
懐
玉
堂　
早
稲
田
大
学
蔵
。

（
16
） （
14
）
と
同
書
。

（
17
） 

日
下
部
朝
一
郎
『
熊
谷
人
物
事
典
』
一
九
八
二　
国
書
刊
行
会
。

（
18
） （
14
）
と
同
書
。

（
19
） （
17
）
と
同
書
。

（
20
） （
17
）
と
同
書
。

（
21
） 「
横
須
賀
市
」
閲
覧
日
は
二
〇
二
一
年
五
月
五
日
。

 
https://w

w
w

.city.yokosuka.kanagaw
a.jp/2490/uraga_w

alk/
higasi7.htm

l

（
22
） 

中
村
俊
定
校
注
『
芭
蕉
俳
句
集
』
一
九
七
〇　
岩
波
書
店
。

（
23
） 

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
。

（
24
） 

大
森
快
庵
ら
『
甲
斐
叢
記
』
巻
之
八
（
甲
斐
叢
書
刊
行
会
編
『
甲
斐
叢

書
』
六
巻　
一
九
七
四　
第
一
書
房
）。

（
25
） 
野
口
二
郎
「
新
版
夏
草
甲
州
道
中
記　
芭
蕉
と
甲
州
」『
山
梨
日
日
新

聞
』
一
九
三
六
年
八
月
二
十
七
日
。
こ
の
連
載
の
き
っ
か
け
は
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
こ
の
一
文
は
夏
草
甲
州
道
中
の
途
上
、
各
地

で
芭
蕉
翁
の
句
碑
を
見
て
、
足
取
り
軽
い
蓑
笠
道
中
に
一
脈
の
俳
味
を
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覚
え
た
機
縁
の
ペ
ン
で
あ
る
が
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
少
く
な
い
の
は
誰

の
咎
で
も
な
い
筆
者
の
未
熟
ゆ
ゑ
で
あ
る
」。

（
26
） 
上
町
小
公
園
案
内
板
よ
り
。

（
27
） 
勝
沼
町
誌
刊
行
委
員
会
『
勝
沼
町
誌
』
一
九
六
二　
勝
沼
町
役
場
。

（
28
） 

白
芹
『
青
ひ
さ
こ
』
一
八
一
一　
東
京
大
学
総
合
図
書
館
知
十
文
庫
蔵
。

（
29
） （
27
）
と
同
書
。

（
30
） （
27
）
と
同
書
。

（
31
） 

Ⓐ
は
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
。
Ⓑ
は
宮
澤
康
造
ら
『
新
訂
増

補　

全
国
文
学
碑
総
覧
』
二
〇
〇
六　

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
。
Ⓓ
は

（
1
）
と
同
書
。

（
32
） 

宮
城
縣
刈
田
郡
教
育
會
『
刈
田
郡
誌
』
一
九
二
八　
臨
川
書
店
。

（
33
） 

湯
原
地
区
元
気
な
地
域
づ
く
り
委
員
会
「
湯
原
地
区
元
気
な
地
域
づ
く

り
計
画
書
」
二
〇
一
〇　
自
刊
。

（
34
） 

寺
泊
町
『
寺
泊
町
史
』
通
史
編
上
巻　
一
九
九
二　
自
刊
。

（
35
） 

青
柳
清
作
『
寺
泊
郷
土
史
』
一
九
七
九　
歴
史
図
書
社
。

（
36
） 

萩
原
恭
男
校
注
『
芭
蕉
書
簡
集
』
一
九
七
六　
岩
波
書
店
。

（
37
） 

伊
藤
龍
平
「
芭
蕉
、
風
月
の
額
―
貴
種
流
離
の
世
間
話
―
」『
世
間
話

研
究
』
第
一
二
号　
二
〇
〇
二　
世
間
話
研
究
会
。

（
38
） 

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

（
39
） 

及
川
祥
平
『
偉
人
崇
拝
の
民
俗
学
』
二
〇
一
七　
勉
誠
出
版
。

（
40
） 

重
信
幸
彦
『
み
ん
な
で
戦
争　
銃
後
美
談
と
動
員
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

二
〇
一
九　
青
弓
社
。

附
記

　

本
論
文
は
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
六
月
六
日
に
行
わ
れ
た
、
第

四
十
五
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
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
）
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表Ⅰ「松尾芭蕉別伝句碑一覧」
所在地 建立地 句 建立年 別の作者 典拠

1 宮城県刈田郡七ヶ宿町 東光寺 そのかみはやつなりけらしさよきぬた 年代未詳 岸本公羽 Ａ
2 栃木県那須郡那須町湯本 殺生石 飛ふものは雲はかりなり石の上 明治 20年（1887）頃 麻父 ＡＢ
3 栃木県大田原市八塩 八塩観音堂 すまはやな八しほの里になつみつき 年代未詳 天野桃隣 Ａ
4 栃木県芳賀郡益子町塙 春日神社 角力取ならふや秋のから錦 弘化 2年（1845） 服部嵐雪 Ｂ

5 群馬県沼田市下川田町 スポーツパーク
川田 うき草やしかも山田の落し水 年代未詳 水田正秀 ＡＢ

6 埼玉県熊谷市弥藤吾 観清寺 雪といふ物かあるそ今年竹 昭和 10年（1935） 桜井梅室 ＡＢ
7 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えし 慶応 3年（1867） 杉山杉風 ＡＢ

8
神奈川県横浜市戸塚区品
濃町 白旗神社 もろもろの心柳にまかすへし 年代未詳 岩田涼菟 ＡＢ

9
神奈川県横須賀市東浦賀
町 東岸　叶神社 丹よ起丹よ起と帆はし良寒き入江哉 天保 14年（1843） 北村湖春 ＡＢ

10 新潟県長岡市寺泊野積 西生寺 文月やからさけおかむのすみ山 平成元年（1989） 各務支考 ＡＢ
11 新潟県上越市下荒浜 個人宅 ほとゝきすなくや雲雀を十文字 明治時代（1868～ 1912）向井去来 ＡＢ
12 山梨県甲州市塩山上於曽 向嶽寺 諸の古ゝ呂柳に任す遍し 明治 19年（1886） 岩田涼菟 ＡＢ
13 山梨県甲州市勝沼町菱山 勝沼ぶどう郷駅 勝沼や馬子もぶどうを食ひながら 年代未詳 松木蓮之 Ｃ
14 山梨県甲州市勝沼町勝沼 上町小公園 勝沼やまこも葡萄をくひなから 昭和 11年（1936） 松木蓮之 ＡＢ
15 山梨県甲州市勝沼町勝沼 大善寺 勝沼や馬子は葡萄を喰ひながら 平成 29年（2017） 松木蓮之 Ｃ
16 山梨県韮崎市藤井町駒井 当麻戸神社 諸のこころ柳にまかすへし 大正 7年（1918） 岩田涼菟 ＡＢ

17
山梨県南巨摩郡富士川町
青柳町 道祖神 もろもろの心柳にまかすへし 天保 4年（1833） 岩田涼菟 ＡＢ

18 長野県飯山市安田 横吹赤地蔵尊 横吹や駒もいなゝく雪嵐 年代未詳 高桑䦨更 ＡＢ
19 長野県中野市南間長瀬 個人宅 舟となり帆となり風のはせをかな 嘉永 7年（1854） 芳賀一晶 ＡＢ
20 長野県千曲市八幡中原 個人宅 をはすてはこゝからゆくかかんこどり 年代未詳 古儀 ＡＢ
21 長野県佐久市望月 豊川稲荷神社 駒曳の木曽や出るらん三日の月 年代未詳 向井去来 Ａ
22 長野県諏訪市湖南 善光寺 善光梨寺て月見る今宵かな 年代未詳 飯尾宗祇 Ｂ
23 長野県茅野市金沢御狩野 南宮諏訪大明神 いさみたつ鷹引椐るあられ哉 昭和 10年（1935）推定 里圃 ＡＢ
24 長野県伊那市東春近 個人宅 諸々の心柳にまかすべし 昭和 42年（1967） 岩田涼菟 ＡＢ
25 岐阜県不破郡垂井町綾戸 綾戸古墳 わるあつくふくやひと木の松の音 平成 18年（2006） 向井去来 Ｄ
26 静岡県伊豆市原保 妙泉寺 はつきりと有明残る桜哉 元治元年（1864） 山本荷兮 ＡＢ
27 静岡県静岡市清水区岡町 福巌寺 今朝ちりし甲斐の落葉や田子の浦 文政 3年（1820） 菊岡布仙 ＡＢ
28 愛知県江南市松竹町八幡 大宝院 大峯やよしのゝを奥を花の果 昭和 49年（1967） 曽良 ＡＢ
29 愛知県名古屋市中区大須 清浄寺 盆過て宵闇くらしむしの聲 寛政 11年（1799） 尼松山 ＡＢ
30 滋賀県高島市新旭町太田 大田神社 もろもろの心柳にまかすへし 明治 22年（1889） 岩田涼菟 ＡＢ

31
京都府京都市右京区嵯峨
小倉山小倉町

弘源寺小倉山墓
地 野呂の鳥居に蔦もなかりけり 年代未詳 岩田涼菟 Ｂ

32 鳥取県倉吉市河原町 小川氏庭園 三日月やはや手にさはる草の露 弘化 4年（1847） 天野桃隣 ＡＢ
33 広島県廿日市市住吉 住吉神社 にょきにょきと帆はしら寒き入江かな 弘化 3年（1846） 北村湖春 ＡＢ

34
山口県山口市小郡下郷東
津中 厳島神社 松一葉おちて地にたつ暑さかな 明治 37年（1904） 木地風律 ＡＢ

35 山口県萩市椿東 鶴江台 にょきにょきと帆はしら寒き入江かな 文化 5年（1808） 北村湖春 ＡＢ
36 山口県長門市油谷新別名 八幡人丸神社 にょきにょきと帆はしら寒き入江かな 寛政 5年（1793） 北村湖春 ＡＢ

37
愛媛県今治市大西町山之
内 間所神社 もろもろの心柳にまかすへし 明治 42年（1909） 岩田涼菟 ＡＢ

38
大分県宇佐市安心院町東
恵良 桂昌寺跡 舟となり帆となる風のはせをかな 年代未詳 芳賀一晶 Ａ

Ⓐ『石に刻まれた芭蕉』に記載されている別伝句碑
Ⓑ『新訂増補　全国文学碑総覧』に記載されている別伝句碑
Ⓒ筆者が現地調査により見つけた別伝句碑
Ⓓ新聞記事に掲載された最近建立された別伝句碑


