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芭ば
し
ょ
う蕉
が

美み

の濃
の
国

長な
が
ら
が
わ

良
川
に
の
ぞ
む

水す
い
ろ
う楼
に
て

此こ
の
あ
た
り

目
に
見
ゆ
る
も
の
は

皆み
な
涼す
ず
し
、
と
ぞ

覚
え
ず

暑
い 

暑
い
と

口
に
出
る
日
も

不
安
と

怖お
そ
れ
で

心
騒
ぐ
日
も

心
静
か
に

我
が
身
の
周ま
わ
り

皆み
な
涼す
ず
し

と
あ
り
た
し
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【
出
典
】「
心
静
か
な
れ
ば
、
即
ち
身
も
涼
し
」
と
読
む
。　
　

　
　
　
　
白
居
易
「
不
是
禅
房
無
熱
到
、
但
能
心
静
即　
　
　

　
　
　
　
身
涼
」
か
ら
。



心こ
こ
ろ
し
ず
か
な
れ
ば
す
な
わ
ち
み
も
す
ず
し

静
即
身
涼

　
夏
は
暑
く
て
当
然
で
す
が
、
地
球
温

暖
化
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
昨
今
、
以
前

よ
り
ず
い
ぶ
ん
と
暑
く
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
家
で
も

車
で
も
、
エ
ア
コ
ン
を
ガ
ン
ガ
ン
に
掛

け
て
電
気
や
ガ
ソ
リ
ン
を
無
駄
に
使

い
、
余
分
な

Co2
ガ
ス
を
排
出
す
る
よ
う

な
こ
と
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
避
け
た
い

と
い
う
こ
と
で
、今
回
は
、エ
コ
ロ
ジ
ー

な
方
法
で
、
清せ
い
そ
う爽

感
や
涼り
ょ
う
み味

を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
か
、
考
え
て
み
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
、
暑
い
と
き
は
、
と
に
か

く
身
体
の
火ほ

て照
り
を
何
と
か
し
た
い
と

思
う
も
の
で
す
か
ら
、
冷
房
、
冷
た
い

飲
食
物
で
、
短
絡
的
に
解
決
し
よ
う
と

考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
に
は
な
に
が

し
か
の
コ
ス
ト
も
か
か
る
し
、
エ
コ
ロ

ジ
ー
な
方
法
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
昔
な
が
ら
の
方
法
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
、
団う
ち
わ扇
や
扇せ
ん
す子
、
庭

に
は
打
ち
水
、
軒
に
風
鈴
、
着
物
に
は

浴ゆ
か
た衣

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
さ

ら
に
、
床
の
間
の
掛
け
軸
に
、「
瀧
直

下
三
千
丈
」「
竹
葉
々
起
清
風
」と
か「
心

静
即
身
涼
」と
い
っ
た
墨
跡
が
あ
れ
ば
、

万
全
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
、
こ
の

猛
暑
、
と
て
も
耐
え
き
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
う
申
し
上
げ
て
い
る
私
と
て
、

自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
暑
い
と
感
じ
る
の
は
、
な
に

も
、
身
体
だ
け
で
は
な
く
、
心
も
大
い

に
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
、
そ
う
で
も

な
く
ば
、あ
の
炎
天
下
で
の
高
校
野
球
、

そ
の
応
援
に
し
て
も
、
と
う
て
い
我
慢

出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
中
唐
の
詩
人
、
白は
っ
き
ょ
い

居
易
は
「
不
是
禅

房
無
熱
到
（
是こ

れ
禅
房
に
熱
の
到
る
こ

と
な
き
あ
ら
ず
）、
但
能
心
静
即
身
涼

（
但た

だ
よ
く
心
静
か
な
れ
ば
即
ち
身
も

涼
し
）」、
つ
ま
り
、「
い
く
ら
熱
い
部

屋
に
い
て
も
、
心
を
静
め
れ
ば
な
ん
の

こ
と
は
な
い
」
と
詠
じ
て
い
ま
す
。
そ

の
一
節
「
心
静
即
身
涼
」
は
、
坐
禅
の

心
得
と
し
て
、
禅
宗
で
は
大
切
に
さ
れ

て
い
る
言
葉
で
す
。

　
こ
れ
に
類
す
る
言
葉
と
し
て
、
晩
唐

の
杜と
じ
ゅ
ん
か
く

荀
鶴
の
詩
句
、「
安
禅
不
必
須
山

水
（
安あ
ん
ぜ
ん禅

は
必
ず
し
も
山
水
を
須も
ち

い

ず
）、
滅
却
心
頭
火
自
涼
（
心し
ん
と
う頭
を
滅め
っ

却き
ゃ
くす
れ
ば
火
も
自お
の

ず
か
ら
涼
し
）」
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
安
ら
か
な
坐

禅
を
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
山
水

自
然
は
必
要
で
は
な
い
。
心
の
働
き
を

な
く
せ
ば
、
火
で
さ
え
も
涼
し
く
感
ず

る
」
と
い
う
の
で
す
。

　
こ
の
「
心し
ん
と
う頭
を
滅め
っ
却き
ゃ
くす
れ
ば
火
も
自お
の

ず
か
ら
涼
し
」
は
、
甲
州(

山
梨)

の

恵え

林り
ん
寺じ

の
快か
い
せ
ん川
和
尚
が
、
信
長
の
火
攻

め
に
あ
っ
て
、
こ
の
句
を
唱
え
な
が
ら
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焼
死
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
火
も
自お
の

ず
か
ら

涼
し
」
は
「
火
も
亦ま

た
涼
し
」
と
も
い

い
、
精
神
力
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
苦
痛

に
も
耐
え
ら
れ
る
喩た
と
え
と
し
て
、
よ
く

用
い
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
学
生
時

代
、
夏
休
み
の
部
活
動
で
、
あ
る
い
は

受
験
勉
強
の
折
に
、
先
生
方
か
ら
こ
の

言
葉
に
よ
っ
て
、
喝か
つ

を
入
れ
ら
れ
た
思

い
出
を
多
く
の
方
が
持
っ
て
お
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、芭
蕉
が
、美み

の濃
（
岐
阜
）

の
油
商
、
賀
島
善
右
衛
門
の
別
邸
に
招

か
れ
た
際
に
、
長
良
川
に
の
ぞ
む
高
楼

に
お
い
て
、
そ
の
絶
景
を
次
の
よ
う
に

褒ほ

め
称た
た

え
て
い
ま
す
。

　
稲
葉
山(

金
華
山)

が
そ
び
え
、
近

か
ら
ず
遠
か
ら
ず
重
な
る
山
々
が
あ

り
、
杉
木
立
に
隠
れ
る
寺
、
川
に
沿
う

民
家
、
白
く
ま
ぶ
し
い
晒さ
ら

し
干
す
布
、

渡
し
舟
、
行
き
か
う
里
人
、
網
を
ひ
き

釣
を
た
れ
る
漁
師
、す
べ
て
の
景
色
が
、

こ
の
高
楼
に
い
る
私
を
も
て
な
し
て
く

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
や
が
て
、
暑
い
夏

の
日
も
暮
れ
な
ず
み
、
月
が
上
り
、
鵜

飼
の
篝か
が
り
び火
が
川
面
に
映
る
さ
ま
は
、
ま

こ
と
に
目
が
覚
め
る
ほ
ど
に
す
ば
ら
し

い
。
中
国
の
か
の
有
名
な
瀟
し
ょ
う
し
ょ
う湘
八
景
、

西せ
い
こ湖

十
景
も
、
こ
の
高
楼
の
涼
し
い
景

色
の
中
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ

の
楼
に
名
を
付
け
る
と
す
れ
ば
、「
十
八

楼
」が
よ
い
―
―
。（『
笈お
い
に
っ
き

日
記
』意
訳
） 

 
と
、
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
の

句
が
、「
此こ
の

あ
た
り
目
に
見
ゆ
る
も
の

は
皆
涼
し
」
で
あ
り
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
が
「
涼
し
い
」
と
感
ず
る

と
き
、「
爽さ
わ

や
か
で
あ
る
」「
す
っ
き
り

し
て
い
る
」「
煩わ
ず
らい

が
な
い
」「
潔
い
さ
ぎ
よい

」

と
い
っ
た
、
気
温
と
は
直
接
関
係
の
な

い
意
味
を
含
む
場
合
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、「
涼
し
い
顔
」
の
よ
う
な
使

い
方
も
し
、
苦
痛
、
苦
難
に
も
動
じ
な

い
、
仏
教
的
に
見
れ
ば
、
悟
り
の
境
地

に
近
い
感
情
表
現
に
用
い
ら
れ
る
言
葉

で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

　『
源
氏
物
語
』
総あ
げ
ま
き角
の
巻
に
「
涼
し

き
方か
た
」
と
あ
る
の
は
、
極
楽
浄
土
の
こ

と
、同
じ
く
椎し
い
が
も
と本の
巻
の
「
涼
し
き
道
」

は
極
楽
浄
土
に
行
く
道
を
指
し
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
如

来
に
す
べ
て
を
任
せ
、
何
の
煩わ
ず
らい

も
な

い
心
境
が
「
涼
し
」
な
の
で
す
。

　
芭
蕉
が
、
夏
の
暑
さ
の
中
で
「
見
ゆ

る
も
の
は
皆
涼
し
」
と
い
っ
た
の
は
、

景
色
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
篤あ
つ
い
も
て

な
し
に
「
涼
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、「
見
ゆ
る
も
の
は5

」
と
、
あ

え
て
破
調
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
感
謝
の

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
、
ど
ん
な
状
況
下
で
も
、

煩わ
ず
らい
を
放は
な

ち
、「
目
に
見
ゆ
る
も
の
は

皆
涼
し
」
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。
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と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
く
ら
い
だ
か

ら
、
こ
の
和
尚
、
力
が
あ
っ
た
こ
と
だ

け
は
事
実
の
よ
う
だ
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

　

▼
お
詫
び

　
当
方
の
不
養
生
に
よ
り
、
檀
信
徒
各

位
に
は
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま

す
。
お
盆
の
棚
経
も
、
変
則
的
な
方
法

を
と
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、

誠
に
申
し
訳
な
く
存
じ
ま
す
。

　
結
果
的
に
、胃
が
三
分
の
一
に
な
り
、

そ
の
こ
と
自
体
の
違
和
感
は
徐
々
に
な

く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、如
何
せ
ん
、

思
考
力
と
気
力
が
落
ち
た
よ
う
な
気
が

い
た
し
ま
す
。考
え
る
と
い
う
作
業
は
、

脳
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

◆
癒い

え
て
食は

む
水す
い
み
つ
と
う

蜜
桃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
甘
さ
か
な
　
沐
魚

玄
翁(

ま
た
は

源
翁
）
と
い
う

人
が
い
た
。
こ

の
人
、
会
津
に

お
寺
を
開
く
の

だ
が
、
一
躍
天

下
に
名
を
馳は

せ

る
の
は
下
し
も
つ
け
の
く
に

野
国

那な

す

の
須
野
で
殺
せ
っ
し
ょ
う生

石せ
き

を
割
っ
た
事

実
に
よ
る
。

　
こ
の
石
、
鳥と

ば羽
天
皇
の
寵ち
ょ
う
き姫
に
化
け

た
白
狐
が
殺
さ
れ
て
石
に
化
し
た
と
さ

れ
、
こ
れ
に
ふ
れ
る
者
に
は
、
禍
わ
ざ
わ
いが

も

た
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
の

が
玄
翁
和お
し
ょ
う尚

。
杖つ
え

で
「
エ
イ
！
」
と

一
打
す
る
と
、
石
は
パ
カ
ッ
と
二
つ
に

割
れ
、
中
か
ら
石
の
霊
が
現
れ
成じ
ょ
う
ぶ
つ仏し

た
と
い
う
。

　
そ
こ
か
ら
、
石
を
割
る
道
具
が
玄
能

◎
玄げ
ん
の
う能

　
建
築
工
事
に
つ
き
も
の
が
「
玄げ
ん
の
う能
」。

金か
な
づ
ち槌
と
も
い
う
が
、
正
確
に
は
頭
の
両

端
が
と
が
っ
て
い
な
い
も
の
を
い
い
、

も
っ
ぱ
ら
石
を
割
る
の
に
用
い
ら
れ

る
。

　「
玄げ
ん
の
う翁
」
と
も
書
く
が
、
実
は
こ
れ

人
の
名
前
。
鎌
倉
、
ま
た
は
南
北
朝
時

代
の
曹そ
う
と
う洞

宗
の
僧
侶
に
、
越
後
出
身
の
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お
盆
の
行
事
お
知
ら
せ

◎
精
霊
お
迎
え

 
○
平
和
公
園
墓
地　
８
月
12
日　
午
前
７
時
～
正
午

 

○
潮
音
寺
納
骨
堂　
８
月
13
日　
午
前
７
時
～
正
午

◎
盆
施
餓
鬼
会

　
　
８
月
19
日
（
水
）
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

お
彼
岸
の
行
事
お
知
ら
せ

◎
彼
岸
施
餓
鬼
会

　
　

 

９
月
23
日
（
水
）
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分


