
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
 

   

                
 

 

 

八
景 

 
｢

八
景｣

は
、
中
国
の
北
宋
で
選
ば
れ
た｢

瀟

湘(

し
ょ
う
し
ょ
う)

八
景｣

が
初
で
、
そ
の
後
の

モ
デ
ル
と
な
り
ま
し
た
。
瀟
湘
と
は
、
中
国
の

湖
南
省
を
流
れ
る
２
つ
の
河
、
瀟
水(

し
ょ
う
す

い)

と
湘
水(

し
ょ
う
す
い)

と
に
基
づ
く
地
名
で
、

２
つ
の
河
川
が
合
流
し
て
洞
庭
湖
と
い
う
大

き
な
湖
に
注
ぐ
地
域
で
す
。
こ
の
瀟
湘
の
地
は
、

中
国
有
数
の
景
勝
地
と
し
て
名
高
く
、
古
く
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
や
伝
説
を
生
み
、
数
多
く

の
詩
人
や
画
家
を
誘
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し

た
画
家
の
１
人
で
あ
っ
た
宋
廸(

そ
う
て
き 

11

世
紀
後
半
～
没
年
不
詳)

が
描
い
た｢

瀟
湘
八
景
図｣

が
、
瀟
湘
八
景
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

宋
廸
の
八
景
図
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
彼

が
描
い
た
景
観
は
、
次
の
８
つ
で
す
。 

 ｢

瀟
湘
夜
雨 

し
ょ
う
し
ょ
う
や
う｣

 
 

 
 
 

瀟
湘
に
し
と
し
と
と
降
る
夜
の
雨
の
風
景 

 ｢

平
沙
落
雁 

へ
い
さ
ら
く
が
ん｣ 

  
 
 
 

雁
の
群
れ
が
汀
に
舞
い
降
り
て
来
る
光
景 

 
 ｢

烟
寺
晩
鐘 

え
ん
じ
ば
ん
し
ょ
う｣

 
 

 
 
 

夕
霧
に
煙
る
寺
の
鐘
の
音
を
聞
き
な
が
ら
夜
を 

 
 
 

 
 

迎
え
る
さ
ま 

 ｢

山
市
晴
嵐 

さ
ん
し
せ
い
ら
ん｣

 
 

 
 
 

晴
れ
た
日
、
山
里
に
霞
の
漂
っ
て
い
る
風
景 

 
 
 
 

 ｢

江
天
暮
雪 

こ
う
て
ん
ぼ
せ
つ｣

 
  

 
 
 

日
暮
れ
の
河
に
雪
が
降
り
し
き
る
さ
ま 

 ｢

漁
村
夕
照 

ぎ
ょ
そ
ん
せ
き
し
ょ
う｣

 
  

 
 
 

夕
焼
け
に
染
ま
る
鄙
び
た
漁
村
の
風
景 

 ｢

洞
庭
秋
月 

ど
う
て
い
し
ゅ
う
げ
つ｣

 
 

 
 
 

洞
庭
湖
の
上
に
冴
え
渡
る
秋
の
月 

 ｢

遠
浦
帰
帆 

え
ん
ぽ
き
は
ん｣

 
 

 
 
 

帆
掛
け
舟
が
夕
暮
れ
時
に
戻
っ
て
来
る
光
景 

  

一
般
に
、
名
所
を
描
く
場
合
に
は
、
そ
の
中

心
と
な
る
山
水
や
寺
社
と
い
っ
た
特
定
の
場

所
や
建
造
物
を
画
材
と
す
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
宋
廸
は
、
四
季
や
晴
雨
な
ど
の
気
象
、

昼
や
夜
な
ど
の
時
間
帯
の
違
い
を
強
く
意
識

し
、
選
び
描
い
て
い
ま
す
。
ど
こ
で
で
も
見
ら

れ
る
風
景
で
す
が
、
い
ず
れ
も
、
心
に
沁
み
入

る
風
情
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
、
宋
廸
は
、
瀟

湘
地
方
の
豊
か
な
自
然
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
瀟
湘
八
景
の
影
響
を
受
け

て
、
台
湾
、
朝
鮮
、
日
本
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
各

地
で
、｢

夜
雨｣

・｢

落
雁｣

・｢

晩
鐘｣

・｢

晴
嵐｣

・

｢

暮
雪｣

・｢

夕
照｣

・｢

秋
月｣

・｢

帰
帆｣

を
テ
ー

マ
に
し
た
八
景
が
選
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

日
本
に
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
掛

け
て
、
牧
谿(

ぼ
っ
け
い)

や
玉
澗(

ぎ
ょ
っ
か
ん)

な

ど
の
瀟
湘
八
景
図
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
内
容

を
踏
ま
え
、
各
地
で
八
景
が
選
定
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
我
が
国
で
最
初
に
八
景
が
選
ば
れ
た
の

は
、
14
世
紀
の｢

博
多
八
景｣

・｢

大
慈
八
景｣

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
番
有
名
な｢

近
江

八
景｣

は
、
16
世
紀
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

近
江
八
景 

 

近
江
八
景
に
は
、
琵
琶
湖
南
部
地
域
を
対
象

に
、 

 
｢

唐
崎
夜
雨(

唐
崎
神
社)｣ 

 
｢

堅
田
落
雁(

浮
御
堂)｣ 

 
｢

三
井
晩
鐘(

三
井
寺
＝
園
城
寺)｣ 

 
｢

粟
津
晴
嵐(

粟
津
原)｣

 
 

 
｢

比
良
暮
雪(

比
良
山
系)｣ 

 
｢

瀬
田
夕
照(

瀬
田
の
唐
橋)｣ 

 
｢

石
山
秋
月(

石
山
寺)｣ 

 
｢

矢
橋
帰
帆(

矢
橋)｣ 

が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

こ
れ
以
後
、
瀟
湘
八
景
の
み
な
ら
ず
、
近
江

八
景
を
も
手
本
と
し
て
、
日
本
各
地
で｢

八
景｣

が
選
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
絵
画
や
文
学
作
品
に

も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
特
に
19
世
紀
に
は
、

浮
世
絵
に
よ
っ
て
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
特
に
、
浮
世
絵
師
歌
川
広
重
に

よ
っ
て
描
か
れ
た
錦
絵
に
よ
る
名
所
絵(

浮
世

絵
風
景
画)

｢

近
江
八
景｣
は
、
彼
の
代
表
作
の
１

つ
で
あ
り
且
つ
近
江
八
景
の
代
表
作
と
な
っ

て
い
ま
す
。
名
所
絵
揃
物
の
大
作
で
あ
る｢

東

海
道
五
十
三
次｣

が
成
功
を
収
め
た
後
を
受
け

て
、
1834

［
天
保
５
］
年
頃
、
版
元
保
永
堂
に
よ

っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

土
浦
八
景 

 

最
初
の｢

土
浦
八
景｣

は
、

1752

［
宝
暦
２
］
年

に
土
浦
藩
主
土
屋
篤
直(

あ
つ
な
お)

が
選
ん
だ

｢

垂
松
亭
八
景｣

で
、
８
人
の
藩
士
が
詠
ん
だ
漢

詩
や
和
歌
を
書
き
加
え
た｢

垂
松
亭
八
景
誌

巻｣

と
い
う
巻
物
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
藩
主
に

よ
る
八
景
選
定
後
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
町

人
が
八
景
を
作
る
よ
う
に
な
り
、沼
尻
墨
遷(

1775

～
1856)

、

如
蓮
（
神
龍
寺
第
二
十
世
住
職
褒
祥
大
寅
大
和

尚(

1785

～
1858))

、
内
田
野
帆(

1781

～
1855)

、
色
川
三
中(

1801

～
1855)

、
川
田
幸
枝(

1783

～
1845

以
降)

な
ど
が
担
い
手

と
な
っ
て
、
土
浦
八
景
（｢

銭
亀
夕
照｣･｢

下
田

落
雁｣･

｢

神
龍
寺
暁
鐘｣

･｢

桜
橋
晴
嵐｣

･｢

川
口

帰
帆｣･

｢

霞
浦
秋
月｣･

｢

鷲
宮
夜
雨｣･｢

北
門
暮

雪｣

）
が
新
た
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は

八
景
を
詠
ん
だ
作
品
（
漢
詩･

和
歌･

俳
句
）
を

多
く
遺
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
内
田
野

帆
の
句
が
唯
一
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
影
響

力
は
大
き
く
、
今
日
で
は
、
土
浦
八
景
と
言
え

ば
、
先
ず
野
帆
の
名
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

 

野
帆
の
土
浦
八
景
句 

  

 

内
田
野
帆(

う
ち
だ 

や
は
ん)

は
、
土
浦
大
町
に

生
ま
れ
、
幼
名
を
大
蔵
、
後
に
由
平
と
改
名
し
、

晩
年
は
喜
平
治
と
称
し
ま
し
た
。
彼
は
、
江
戸

後
期
の
土
浦
周
辺
で
盛
ん
に
な
っ
た
俳
諧
の

中
心
的
な
存
在
で
、
俳
聖
芭
蕉
の
蕉
風(

正
風)

、

い
わ
ゆ
る｢

侘
び
・
寂(

わ
び
・
さ
び) ｣

の
流
れ
を

汲
む
俳
人
と
し
て
活
躍
し
、
坦
々
堂
ま
た
は
坦

堂
と
号
し
ま
し
た
。
そ
の
野
帆
の
代
表
句
と
さ

れ
る
の
が
、
次
の｢

土
浦
八
景
句｣

で
す
。 

 

○｢

銭
亀
夕
照｣

大
町 

桜
川
銭
亀
橋 

 

ゆ
ふ
た
ち
や 

日
の
暮
直
す 

橋
の
反(

そ
り) 

 

夕
立
が
通
り
過
ぎ
た
後
、
も
う
一
度
陽
が
射

し
、
暮
れ
て
い
く
情
景
を
詠
ん
だ
句
で
す
。
夕

立
の
後
の
涼
し
さ
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
銭
亀
橋

は
、
江
戸
初
期
に
桜
川
に
架
け
ら
れ
た
橋
で
、

通
る
の
は
水
戸
街
道
で
す
。
西
北
に
筑
波
山
を
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仰
ぎ
、
東
南
に
は
霞
ヶ
浦
が
控
え
る
景
勝
の
地

で
し
た
。
現
在
、
霞
ヶ
浦
は
見
え
ま
せ
ん
が
、

筑
波
山
の
山
容
全
て
が
見
渡
せ
、
四
季
折
々
の

姿
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

○｢

下
田
落
雁｣
下
田 

土
浦
一
中
以
北
及
び
以
西
の
地
域 

 
 

雁
落
る 

音
に
雁
た
つ 

下
田
か
な 

 

江
戸
時
代
、
旧
６
号
国
道
よ
り
北
に
は
、
沼

地
・
田
畑
・
荒
れ
地
が
点
在
し
、
土
浦
藩
の
狩

猟
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
遙
か
筑
波
嶺
を
目

指
し
て
飛
ぶ
雁
の
群
れ
が
見
え
る
よ
う
で
す
。 

 

○｢

神
龍
寺
暁
鐘｣

西
門(

現
文
京
町) 

神
龍
寺  

 
 

寒
き
夜
の 

ひ
と
ち
か
ら
な
り 

鐘
の
声 

 
 

神
龍
寺
は
、
土
浦
城
主
菅
谷
氏
の
菩
提
寺
と

し
て
創
建
さ
れ
、
土
浦
藩
土
屋
家
の
菩
提
寺
に

も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
野
帆
の
頃
の
住
職
大
寅

大
和
尚(

号
は
如
蓮)

は
、
和
漢
の
学
に
通
じ
、

和
歌
・
詩
文
を
善
く
し
た
の
で
、
野
帆
た
ち
と

も
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
暁
天
坐
禅(

夜
明
け
前

の
坐
禅)

中
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
の
音
を
詠
ん
だ

も
の
な
の
で
、『
草
久
さ
集
』
で
は
、｢

晩
鐘｣

で

は
な
く｢

暁
鐘｣

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

○｢

桜
橋
晴
嵐｣

桜
橋(

水
戸
街
道
の
橋) 

保
立
食
堂
前 

 

魚
唀(

さ
ば)

く 

声
か
ら
晴
て 

き
り
の
朝 

 

桜
橋
付
近
に
は
、
霞
ヶ
浦
か
ら
の
川
筋
が
入

り
、
そ
こ
は
、
町
の
中
央
の
川
口
入
り
と
し
て
、

軍
事
上
で
も
水
上
交
通
の
面
で
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
江
戸
初
期
に
、
銭
亀

橋
と
同
時
に
こ
こ
に
も
橋
が
架
け
ら
れ
、
桜
橋

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
水
戸
街
道
の
中
心
地
、

川
口
入
り
の
高
瀬
舟
や
漁
船
の
発
着
点
と
し
て
、

土
浦
一
の
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
所
で
す
。
こ

の
句
は
、
そ
の
賑
わ
い
が
始
ま
る
前
の
、
朝
の

光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
現
在
は
、
バ
ス
停

に
そ
の
名
を
残
す
の
み
で
す
。 

 

○｢

川
口
帰
帆｣

川
口
河
岸 

モ
ー
ル
505
付
近  

 

 

帰
る
帆
に 

向
ふ
て
出
す
や 

涼
ミ
舟 

 
 

川
口
河
岸
は
、
物
資
運
搬
の
高
瀬
船
や
漁
船

の
停
泊
地
で
し
た
。
江
戸
川
の
開
削
と
利
根
川

の
銚
子
口
へ
の
付
け
替
え
と
に
よ
っ
て
、
西
浦

(

霞
ヶ
浦)

・
北
浦
・
利
根
川
・
江
戸
川
を
結
ぶ
内

陸
水
路
が
開
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
土
浦
か

ら
大
消
費
地
の
江
戸
へ
さ
ま
ざ
ま
な
物
資(

米･

味

噌･

醤
油･

薪
炭
な
ど)

が
、
高
瀬
船
で
運
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
句
は
、
川
口
河
岸
へ
戻
る
漁
船
や
高
瀬
船

と
入
れ
違
い
に
、
霞
ヶ
浦
で
の
夕
涼
み
に
漕
ぎ

出
す
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。 

 

○｢

霞
浦
秋
月｣

霞
ヶ
浦  

 

是
と
て
も 

春
ハ
霞
む
か 

浦
の
月 

 
 

秋
の
一
夜
、
月
見
の
舟
を
霞
ヶ
浦
に
浮
か
べ

た
の
で
し
ょ
う
か
。｢

今
宵
は
は
っ
き
り
見
え
る

月
で
あ
っ
て
も
、
霞
ヶ
浦
と
い
う
名
の
と
お
り

に
、
春
に
は
霞
が
掛
か
る
の
だ
な
あ
。｣

と
、
感

慨
に
耽
り
な
が
ら
、
澄
み
渡
る
湖
面
を
照
ら
す

名
月
を
愛
で
て
い
ま
す
。 

 

○｢

鷲
宮
夜
雨｣

東
崎 

鷲
宮
神
社  

 

寝
こ
ゝ
ろ
や 

神
楽
の
あ
と
の 

雨
の
音 

 
 

鷲
宮
と
は
鷲
神
社
の
こ
と
で
、
旧
暦
の
１
月

15
日
に
は
「
じ
ゃ
か
も
こ
じ
ゃ
ん
」
と
い
う
祭

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
祭
は
、
境
内
に

あ
っ
た
千
手
院
と
い
う
阿
弥
陀
堂
で
、
講
中
の

年
寄
り
た
ち
が
鉦(

か
ね)

･

太
鼓
を
叩
き
、
大
き

な
数
珠
を
廻
し
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
た
の
が
始

ま
り
と
さ
れ
、
こ
の
念
仏
供
養
と
併
せ
て
神
楽

(

田
楽)
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。｢

じ
ゃ
か
も
こ

じ
ゃ
ん｣

は
、
そ
の
囃
子
の
音
か
ら
出
た
も
の
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

○｢

北
門
暮
雪｣

横
町 
常
北
町
常
陽
病
院
付
近  

 

降
暮
し 

雪
や
と
も
か
く 
関
の
前 

 
 

北
門
は
、
土
浦
の
北
の
出
入
口
で
し
た
。
水

戸
街
道
の
出
入
口
と
し
て
、
門
の
前
に
は
約
100

メ
ー
ト
ル
に
亙
る
Ｓ
字
形
の｢
馬
だ
し｣

が
造
ら

れ
、
城
の
北
の
防
御
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
は
土
浦
と
真
鍋
と
の
境
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 
  

い
ず
れ
も
、
切
れ
味
の
よ
い
作
風
で
土
浦
の

景
物
を
詠
み
、
幾
つ
か
あ
る｢

土
浦
八
景｣

の
句

の
中
で
も
、
出
色
の
、
野
帆
の
代
表
作
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

 

野
帆
・
芭
蕉
句
碑 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

野
帆
は
、
1855

［
安
政
２
］
年
３
月
22
日
に

享
年
75
歳
で
亡
く
な
り
、
土
浦
市
大
手
町
の

東
光
寺
に
あ
る
内
田
家
の
墓
地
に
葬
ら
れ
ま

し
た
。 

 

そ
の
追
善
供
養
の
た
め
に
、
同
年
10
月
12

日(

芭
蕉
翁
の
命
日)

に
、
門
人
た
ち
25
名
が
、
野

帆
の
句
碑 

 

声
に
身
を 

持
た
せ
て
揚
る 

雲
雀
哉 

を
、
野
帆
が
主
宰
し
た
句
会
が
開
か
れ
て
い
た

東
光
寺
の
薬
師
堂
前
左
側
に
建
立
し
ま
し
た
。

揮
毫
は
、
如
蓮
道
人(

神
龍
寺
第
二
十
世
住
職
大
寅
大

和
尚)

。
さ
ら
に
、

1857

年
の
３
回
忌
に
は
、
門
人

た
ち
に
よ
っ
て
追
善
句
集
『
草
久
さ
集
』
が
編

纂
・
出
版
さ
れ
、
そ
れ
に
は
、
野
帆
の
詠
ん
だ

｢

土
浦
八
景｣

の
句
と｢

土
浦
八
景
図｣

と
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

     
 

               
 

東
光
寺
に
は
、
野
帆
の
句
碑
と
並
ん
で
、
松

尾
芭
蕉(

1644

～
1694)

の
句
碑
も
建
っ
て
い
ま
す
。 

八
九
間(

は
っ
く
け
ん) 

空
で
雨
降
る 

柳
か
な 

(注) 
  
  
   

 
 

句
碑
は
薬
師
堂
前
右
側
に
据
え
ら
れ
、
野
帆

が
揮
毫
し
て
い
ま
す
。
そ
の
筆
跡
は
、
72
歳

と
は
思
え
ぬ
ほ
ど
、
お
お
ら
か
で
勢
い
に
溢
れ

て
い
ま
す
。
野
帆
は
、
芭
蕉
を
慕
い
、
門
人
ら

の
協
力
を
得
て
、
芭
蕉
翁
159

年
忌
日
の
当
日･

1852

［
嘉
永
５
］
年
10
月
12
日
に
、
こ
の
句
碑

を
建
立
し
ま
し
た
。
碑
陰
に
は
、
世
話
人
８
名

と
門
人
９
名
と
の
雅
号
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

芭
蕉
は
、
奇
抜
な
趣
向
を
狙
う
言
葉
遊
び
の

談
林
俳
諧
に
対
し
、
自
然
や
庶
民
生
活
の
詩
情

を
余
韻
豊
か
に
表
現
し
て
、
蕉
風
俳
諧
と
呼
ば

れ
る
芸
術
性
の
極
め
て
高
い
句
風
を
確
立
し

て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
の
句
風
は
、
多
数
の

人
々
の
支
持
を
受
け
、
全
国
各
地
に
芭
蕉
を
師

と
仰
ぐ
連
中(

俳
句
仲
間)

が
増
え
て
い
き
ま
し

た
。 

 

そ
の
芭
蕉
亡
き
後
、
全
国
津
々
浦
々
に

3200

を

超
え
る
芭
蕉
塚(

翁
塚)

や
句
碑
な
ど
が
建
立
さ

れ
て
き
ま
し
た(

『
石
に
刻
ま
れ
た
芭
蕉
』
弘
中 

孝)

。

歌
碑
・
句
碑
と
い
っ
た
類
は
、
そ
れ
が
詠
ま
れ

た
地
に
、
関
係
し
た
人
々
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ

る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
芭
蕉
の
碑
は
、
東
光

寺
の
よ
う
に
発
句
の
誕
生
地
と
は
全
く
違
う

地
に
も
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

江
戸
期
か
ら
現
代
ま
で
、
俳
諧
に
親
し
ん
だ

人
々
が
多
か
っ
た
こ
と
、
中
で
も
芭
蕉
を
敬
愛

し
、
そ
の
芭
蕉
塚
碑
・
句
碑
を
建
立
す
る
こ
と

を
悲
願
と
し
、
喜
び
と
し
た
各
地
の
門
人
、
俳

諧
宗
匠
を
中
心
と
す
る
連
中
が
多
か
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
建
立
さ
れ
た
芭
蕉
塚

や
句
碑
は
、
俳
諧
連
中
の
俳
諧
修
行
の
拠
り

所
・
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
芭
蕉
翁
の
供
養
塔
で

も
あ
り
ま
し
た
。 

 

(注)

八
九
間 

空
で
雨
降
る 

柳
か
な 

 

『
続
猿
蓑
』
巻
頭
の
句
で
、
1694

［
元
禄
７
］
年
春

の
作
。
芭
蕉
の
数
あ
る
句
の
中
か
ら
野
帆
が｢

八
九

間｣

の
句
を
選
ん
だ
の
は
、
自
分
の
代
表
句
と
評
価
さ

れ
て
い
た 

 

声
に
身
を 

持
た
せ
て
揚
る 

雲
雀
哉 

 

と
同
様
に
、
空
を
見
上
げ
た
瞬
間
を
捉
え
た
句
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
弟
子
た
ち
も
、
野
帆
の

考
え
を
知
っ
て
い
た
の
で
、｢

声
に
身
を｣

の
句
を
碑

に
刻
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。 

 

※
土
浦
市
の
芭
蕉
句
碑(

東
光
寺
以
外)

(

『
石
に
刻
ま
れ

た
芭
蕉
』
よ
り)

 
 

こ
の
あ
た
り 

目
に
見
ゆ
る
も
の
は 

皆
凉
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
崎
町
・
鷲
宮
神
社 

 
 

春
も
漸(

や
や) 

け
し
き
と
ゝ
の
ふ 

月
と
梅)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
松
・
二
十
三
夜
尊 
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