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田
中
善
信
先
生
に
よ
る
芭
蕉
の
伝
記
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
の
伝
記

で

は
な
い
。
多
く
の
俳
人
た
ち
か
ら
俳
聖
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
神
格
化
さ

れ
る
に
至
る
芭
蕉
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
目
次
を
掲
げ

て
お
く
。

は

じ
め
に

1
故
郷
在
住
時
代

1
生
家
を
考
え
る

2
武
家
奉
公

3
俳
譜
と
か
か
わ
る

H
日
本
橋
在
住
時
代

1
芭
蕉
と
小
沢
家

2
俳
譜
師
桃
青

3
挫
折

皿
晩
年
の
生
き
方

1
仏
頂
と
の
出
会
い

2
無
一
物
の
生
涯

3
宗
教
に
対
す
る
懐
疑

4
状
況
の
急
変

お
わ
り
に

　
芭
蕉
と
い
う
と
旅
に
生
き
た
行
者
の
如
き
俳
譜
師
と
言
っ
た
側
面
に
目

が
行
き
が
ち
だ
が
、
田
中
先
生
の
視
線
は
別
の
方
向
を
向
い
て
い
る
。
ま

ず
最
初
に
、
芭
蕉
の
身
分
を
武
士
で
は
な
く
領
民
と
規
定
し
、
様
々
な
傍

証
か

ら
、
郷
士
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
資
格
を
持
つ
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
芭
蕉
の
前
歴
と
し
て
料
理
人
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

芭
蕉
は
、
藤
堂
良
忠
の
伽
と
し
て
選
ば
れ
、
良
忠
に
仕
え
、
伽
の
役
目
を

終
え
て
か
ら
も
、
武
家
奉
公
人
と
し
て
仕
え
て
い
た
と
さ
れ
、
同
郷
人
が

郷
土
の
偉
人
で
あ
る
芭
蕉
の
名
声
に
反
す
る
こ
と
は
一
切
書
き
残
さ
な
か

っ

た
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
の
経
歴
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
芭

蕉
の
俳
譜
師
匠
と
し
て
の
教
養
は
良
忠
の
伽
を
し
た
こ
と
で
身
に
つ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
や
、
良
忠
と
そ
の
学
問
の
師
で
あ
る
北
村
季

吟
と
の
文
通
の
仲
立
ち
を
し
た
使
者
と
し
て
芭
蕉
を
捉
え
る
観
点
は
興
味

深
い
と
思
う
。

　
江
戸
に
出
た
芭
蕉
の
身
元
引
受
人
と
し
て
小
沢
太
郎
兵
衛
の
果
た
し
た

役
割
が
大
き
か
っ
た
と
し
て
、
書
き
役
、
文
書
の
草
案
の
作
成
や
業
務
の

記
録
に

従
事
し
た
者
、
と
し
て
小
沢
家
に
雇
わ
れ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、

芭
蕉
は
、
小
沢
家
の
香
き
役
と
し
て
、
数
町
に
わ
た
っ
て
名
主
の
代
行
を

し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
は
深
川
に
移
住
し
て
俳
譜

師
と
い
う
職
業
を
放
棄
し
、
小
沢
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
生
活
の

手
段
さ
え
も
放
郷
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
芭
蕉
の
甥
の
桃
印

と
、
芭
蕉
の
内
縁
の
妻
で
あ
っ
た
寿
貞
と
の
不
義
密
通
の
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
近
世
初
期
に
韻
文
の
分
野
で
、
俳
譜
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル

の
文
学
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
、
言
葉
の
遊
び
を
楽
し
む
滑
稽
文
学
と
し
て
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貞
門
俳
諮
が
流
行
し
て
い
た
が
、
芭
蕉
が
開
い
た
蕉
風
俳
諸
は
、
そ
れ
に

携
わ
っ
た
人
々
の
教
養
の
レ
ベ
ル
の
点
で
、
貞
門
俳
諸
よ
り
低
く
な
っ
た

と
さ
れ
る
。
貞
門
俳
譜
の
方
が
、
作
品
を
作
る
際
の
規
範
と
な
る
故
事
を

重
視
し
て
い
た
と
す
る
。
芭
蕉
の
教
養
は
、
仕
え
て
い
た
良
忠
の
連
歌
を

た

し
な
む
際
の
不
可
欠
な
知
識
で
あ
っ
た
、
古
典
文
学
の
教
養
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
宗
因
の
軽
妙
な
俳
諸
の
作
品
が
談

林
俳
譜
と
し
て
流
行
し
た
。
そ
こ
で
は
「
故
事
を
多
く
知
っ
て
い
る
こ
と

よ
り
も
、
面
白
い
発
想
を
す
る
こ
と
が
指
導
者
の
重
要
な
条
件
」
（
田
頁
）

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
談
林
俳
諮
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
芭
蕉
の
ユ

ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
重
視
さ
れ
る
。
ま
た
、
無
名
の
頃
か
ら
芭
蕉
に
は
放

蕩
無
頼
の
不
良
青
年
を
受
け
入
れ
る
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
延
宝
八
年
に
芭
蕉
は
、
当
時
開
発
途
上
の
地
域
で
あ
っ
た

深
川
に
移
住
し
て
、
俳
諸
師
と
い
う
職
業
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
う
。
そ

の
原

因
を
田
中
先
生
は
、
芭
蕉
の
甥
の
桃
印
と
、
芭
蕉
の
内
縁
の
妻
で
あ

っ

た
寿
貞
と
の
不
義
密
通
で
あ
っ
た
と
す
る
。
寿
貞
を
「
妾
」
と
す
る
史

料
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
「
妾
」
の
当
時
の
用
法
を
検
討
さ
れ
、
今
日

の
愛
人
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、
芭
蕉
の
内
縁
の
妻
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け

る
。
田
中
先
生
は
「
延
宝
八
年
に
、
桃
印
が
寿
貞
を
連
れ
て
行
方
を
く
ら

ま
し
た
の
だ
」
（
8
7
頁
）
と
し
て
、
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
桃
印
を

死
ん

だ
こ
と
に
し
て
芭
蕉
が
当
面
の
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
と
す
る
。

不
都
合
な
噂
を
封
じ
る
た
め
に
芭
蕉
は
敢
え
て
深
川
に
移
住
し
た
と
推
測

す
る
。

　

さ
ら
に
、
深
川
に
移
住
し
た
芭
蕉
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
師
と
し
て
、
常

陸
国
鹿
島
の
根
本
寺
住
職
で
あ
っ
た
仏
頂
の
存
在
を
重
要
視
し
て
い
る
。

仏
頂
は

著
名
な
人
物
で
は
な
い
が
、
禅
宗
の
僧
侶
で
あ
る
以
上
、
漢
詩
漢

文
の
教
養
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
に
禅
や
漢
籍
を
学
ば
せ
た
の
で
あ

ろ
う
と
推
測
す
る
。
と
り
わ
け
、
仏
頂
が
禅
宗
の
、
い
わ
ば
補
助
教
材
と

し
て
「
荘
子
」
を
教
え
た
と
す
る
。
禅
宗
や
「
荘
子
」
の
「
無
」
の
概
念

か

ら
「
求
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
生
活
の
信
条
に
し
て
お
り
、
「
俳
詰

を
生
活
の
手
段
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
（
田
頁
）
と
す
る
。
支
考
な

ど
が
芭
蕉
の
教
え
を
説
い
て
廻
っ
た
の
は
、
芭
蕉
の
人
柄
に
心
酔
し
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
俳
譜
は
そ
の
人
柄
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た

と
結
論
づ
け
る
。
芭
蕉
を
偶
像
化
す
る
よ
り
も
、
実
像
と
対
時
す
る
必
要

が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
以
上
、
粗
雑
な
要
約
に
終
始
し
た
が
、
全
体
を
通
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
の
は
、
田
中
先
生
の
、
神
格
化
を
廃
し
て
芭
蕉
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
す

る
姿
勢
で
あ
る
。
田
中
先
生
に
よ
っ
て
「
俳
聖
」
と
い
う
虚
飾
か
ら
解
き

放
た

れ
た
芭
蕉
の
息
遣
い
が
、
行
間
か
ら
感
じ
ら
れ
た
思
い
が
し
た
。

（二
〇
〇

八
年
八
月
一
一
日
、
新
書
版
、
一
二
七
頁
、
新
典
社
刊
）
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