
無

常

漂

泊

の
詩

心

松

隈

義

勇

ー

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
序
章
私
見

「
草
の
戸
も
」
の
句
に
つ
い
て
ー

は

じ

め

に

芭
蕉
が
世

を
佗
び

た
草
庵

の
跡
を
尋
ね

て
隅
田
川

の
ほ
と
り

に
佇

ん
で
み
て

も
、
あ
り
し
世

の
た
た
ず

ま

い
を
偲

ぶ
よ
す
が

は
す

べ
て
空

し
い
。

か
つ
て
美

う

て
き

み
つ
ま
た

し

い
水

を
湛

え
て
芦
荻
茂

り
、
月
見

の
名
所
と
謳

わ
れ
、
芭
蕉

の
賞

で
た

三
股

の
あ
た
り
の
佳
景

も
夢

の
如
く
消

え
去

っ
て
し
ま

っ
た
。
今

や

コ
ソ
ク
リ
の
護

岸

の
壁
に
閉

じ
込

め
ら
れ
、
黒
ず

ん
だ
大
量

の
汚
水
が
澱

ん
で
い
る
の
み

で
あ

る
。
隅
田

の
流

れ
も
無
常
流
転

の
理

り
を
囁

い
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ

る
。
星

霜
移
り
流
れ
て
三
百
年

、
な
ん
と
変

り
果

て
た
あ

り
さ

ま
で
あ

ろ
う

か
。

世

の
姿

は
変

っ
て
も
、
芭
蕉

の
芸

術
と
そ

の
心
と
は
ま
だ
滅
び

て

は

い

な

い
。
空
を
行
く
雲

の
姿
、
地
を
過
ぎ
る
風

の
声
に
誘

わ
れ
て
、
こ
の
現
実

を
離

ほ
だ
し

れ

て
遠
く

へ
旅
し

た

い
と
思
う
と
き
、
世

の
絆
を
逃
れ
て

い
ず

こ
か
に
安
息

の

お
く
ど

は
く
た
い

ひ
と
時
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
魂

の
奥
処

に

「
月
日
は
百
代

く
わ
か
く

　

の
過
客

に
し

て
、
行

か
ふ
年
も
ま
た
旅

人
也
。
舟

の
上
に
生

涯

を

浮

べ
…
…
」

ひ
び

と

い
う
、
あ

の
朗

々
の
韻
き
を
聞
く

の
で
は
な

い
か
。

關

旅
を
栖
と
す

中
世
以
降
多
く
書
か
れ
た
紀
行
作
品
を
見
渡
し
て
も
、
い
ず
れ
も
冒
頭
に
己

ゆ
え
ん

が
経
歴
、
境

涯
、
人
生
観
等

を
吐
露

し
、
旅

に
出

る
所
以

を
述

べ
る
の
が

一
っ

の
パ
タ
ー

ン
と
な

っ
て

い
る
が
、
旅

そ
の
も

の
の
意
義

に

つ
い
て
、
宇
宙
或

い

は
人
生
ど
関
連
さ
せ

つ
つ
真
向

か
ら
説

示
し
た
も

の
は
見
出
だ

せ
な

い
。
旅

の

文
学
と

い
う
と
、
何

よ
り
も
ま
ず

『
お
く

の
ほ
そ
道

』
が
思

い
浮

べ
ら
れ

る
の

も
、

こ
こ
に
そ

の
最

大

の
理
由
が
あ
る
と

い
う
べ
き

で
あ

る
。

初
め

に

「
月
日
は
」

「
行
か
ふ
年
も

」
と
、
宇
宙

的
、
永
劫
時
間
的
な
視
点

か
ら
万
物
流
転

の
理
法

を
叙

し
始

め
て

い
て
、
そ

の
印
象

は
甚
だ

高

遠

に

し

て
、
荘
重

で
あ
る
。

「
月
日

は
百
代

の
過
客

に
し
て
」
は
周
知

の
通

り
李
白

の

ス
ル

ニ

レ

ハ

げ
き
ウ
よ

ハ

「
春
夜
宴
二
桃
李
園

一序
」
中

の

一
節

「
夫

天
地
万
物

之
逆
旅
、
光
陰

百
代
之

過

ナ
リ

る

お
お
よ
ど

客
」

か
ら
取

っ
た
も

の
だ
が
、

こ
の

一
節

は
西
鶴

の

『
日
本
永
代
蔵
』
や
大
淀

み

ち

か
ぜ

三
千
風

の

『
日
本
行
脚
文
集
』
な
ど

に
も
引

用
さ
れ
て

い
て
、
当
代

の
俳
諧

師

ハ

シ

ノ

た
ち
が
愛
誦

し
た
詩
句
と
思
わ
れ

る
。
と

こ
ろ
で
、
芭
蕉
は
、
「
而
浮
生
若
レ
夢
、

ス
コ
ト

ヲ

ゾ

為
レ
歓
幾
何
」
と
続

く
原
詩

に
あ

る
享
楽
的
な
思
想
を
切
り
捨

て
て
、

人
生
即

ヘ

ヘ

へ

旅

の
哲
学

を
述

べ
る
た
め
の
ま
く
ら

に
し
た

の
で
、
そ

こ
に
逆
説
的
な
曲
折
が

あ

り
、

つ
ま
り
は
俳
諧
が
あ

る
の
だ
が
、

こ
れ
が
宇
宙
的
な
観
想

を
喚
起
し
、

一
編

の
冒
頭

と
し
て
荘
重
比
類

な

い
力
強
さ
を
発
揮
す

る
こ
と

に
な

っ
た
。
ま
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た
詩
頭

に
あ
る

「
天
塩
万
物
之
逆
旅
」

を
切

り
捨

て
た

の
咲

何
暫

に
も
不
変

常

恒
性
を
認
め
ぬ
、
徹
底
的

な
無
常
観

を
表
出
す

る
た
め
で
あ

っ
た

ろ
う
。
さ

ら
に

「
光
陰

」
を

「
月

日
」
と
翻

し
た
の
は
、

こ
れ

に
よ

っ
て
空
間

に
対
す
る

時
間

と
い
う
意
味

の
上

に
、人
間
祉
会

に
あ

る
、
時
間

の
区
切
り
と

し
て
の

「
月

日
」
の
概
念

を
導

入
し
て
、
次

の

「
年
」
と

の
対
応
を
図

っ
た

の
で
あ
り
、
か

つ
は
ま
た
天
象

と
し
て
の
月
球
と
太
陽

を
も
意
識
内

に
取
込

ん
で
、

こ
れ
が
宇

宙

空
間

の
永
劫

の
旅
人

で
あ

る
と

の
印
象
を
明
瞭

に
し
、
瞼
化
す
る

こ
と
を
図

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
言
語

の
多
義
性
を
利
用
し
た
巧
緻
な
あ
や
な
し
方
は
、

言
葉

の
幻
術
師
芭
蕉

の
独
擅
場

で
あ

る
。

宇
宙
間

の
万
物

は
流
転

し
て
止
ま

る
こ
と
を
知
ら
ぬ
旅

の
様
相
を
呈
し
て

い

る
と

い
う
、
形
而
上
的
観
想

か
ら
、
次

に
は

一
転

し
て
形
而
下

へ
、
即
ち
現

実

ふ
な
こ

ま

こ

の
人
間
世
界

に
移

っ
て
、
舟
子

・
馬
子
と

い
う
旅

に
関
係
し
て

い
て
し
か
も
下

賤
と
さ
れ
た
業
務

に
携

っ
て
い
た
人

々
を
叙
し
た
辺

の
呼
吸
は
、
俳
諧
的
表
現

独
特

の
面
白
さ

で
あ

る
。
そ

の
舟
子

・
馬
子

に
つ
い
て
の
叙
述

は

「
日

々
旅

に

す
み
か

し
て
旅
を
栖
と
す
」
と
あ

る
。

「
日

々
旅

に
し

て
」
は
通
説

で
は

「
日

々
」
を

主
語
と

し
て

「
毎
日
毎
日
が
旅

で
あ

っ
て
」
と
解
さ
れ
て

い
る
が
、
私

見
で
は

「
日

々
」
を
副
詞
と
し

て

「
毎
日
毎
日
旅

に
あ

っ
て
」
と
解

く
べ
き

だ
と
思

っ

-

・

(註
1
)

て
い
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は

一
文
を
草

し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
譲

る
。

「
旅
を
栖
と
す
」
は

「
無
所

住
の
旅

に
止
住
す

る
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
な

の

だ
が
、
と
に

か
く
そ
れ
は

一
種

の
矛
盾
陳
述

で
あ
り
禅
的

な
逆
説

表

現

で

あ

る
。

こ
の

一
節
を
も

っ
て
観

想
は
再
び
形

而
上

的
思
弁

へ
舞

い
上

っ
て
、
宇
宙

の
本
質
的
な
あ
り
方
を
旅

だ

と

す

る
、
前

の
部
分

に
連
な

り
、
宇
宙

の
大
理

法

に
従
う
人
間

の
生
き
方

は
旅

に
止
住
す

る
こ
と
だ

と
い
う
意
を
言
外

に
示

し

て

い
る

の
で
あ
る
。
な
紅
、
こ
こ
ま
で
の
所

で
次

々
と
対
句

を
畳

ん
で
句
を
成

し
て

い
る
が
、
こ
の
漢
詩
文

の
句
法

を
借

り
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
形
而
上
的
な

観
念

に

一
層

の
荘
重
味
を
加
え
る

こ
と
に
成
功

し
て

い
る

の
が
目

に

つ
く
α

さ

て
こ
れ
か
ら
、
思

い
は
主
人
公
自
身

の
上
に
及
ん
で

い
ぐ
。
宇
宙

の
理
法

に
従

っ
た
、
旅

に
止
住
す
る
生
き
方

こ
そ
人
生

の
あ

る
ぺ
き
相

で
あ

る
と
観
念

的

に
肯

定
し
た
所

で
、
す
ぐ
端

的
に

「
自
分

も
」
と
は
言
わ
ず

し
て
、
ま
ず
そ

う

い
う
生

の
あ
り
方

を
歴
史
的

に
観

じ
よ
う

と
す

る
。

「
古
人
も
多
く
旅

に
死

せ
る
あ
り
」
-

「
古

人
も
」
の

「
も
」

は
先

の
舟
子

・
馬
子

に
対

し
て
い
う

が
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
宇

宙

の
運
行

を
旅

と
す

る
思
想

を
持

つ
こ
と
を
踏
ま
え

て
強
調
的

に
用

い
て

い
る
の
で
あ
り
、
か

つ
後

の

「
予
も
」
と

の
対
応
を
予
想

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

「
旅

に
生
け
る
」
と

言
わ
ず

「
死

せ
る
」
と

い

っ
た
所

は
重
要

で
あ
る
。
旅

に
止

住
す
る
人
生

で
あ

る
以
上

は
、
旅

に
死
す

る
の
が
当

然

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

の
こ
と
で
な
く
、
作
者
が
旅

を
死
と

の
関
連

に
お
い

て
、
死

の
影
を
帯
び
さ
せ
て
観

じ
て

い
た
こ
と
を
証
す

る
も

の
で
あ

ろ
う
。
そ

の
よ
ケ
に
旅
に
死
ん
だ
古

人
と
し
て
は
、
通
説

の
通

り
李
白

・
杜
甫
、
西
行

・

宗
祗
な
ど
和
漢

の
旅
人
即
詩
人
た
る
人

々
の
系
譜

を
想

に
の
ぼ

し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
か
ら
自
分

も
そ
う

い
う
系
譜
上

に
在

る
者

と

い
う
自
覚
を
も

っ
て

「
予
も

い
つ
れ

の
年

よ
り
か
片
雲

の
風

に
さ

そ
は
れ
て
漂
泊

の
思

ひ
や
ま
ず
」

と

い
う
。
「
い
つ
れ
の
年

よ
り
か
」
は
朧
化
叙
法

で
あ

る
が
、

こ
こ
に
つ
い
て
尾

形
仂
氏

は

「
漂
泊

の
人
生
が
自

己
の
宿
命
と
化
し
果

て
た
年
月

の
長
さ
を
顧
み

嘆
ず

る
情
を
汲
み

取
る
べ
き

で
あ
ろ
う
」
と
註
す

る
。
(「
お
く
の
ほ
そ
道
注
解
」
『
解

釈
と
鑑
賞
』
昭
39

・
5
)

「片
雲

の
風

に
さ
そ
は
れ
て
」
も
す
ば
ら

し
い
表
現

で
あ

る
。
「
片
雲

の
」

の

「
の
」
は
主
格

を
表

わ
す
も

の
と
し
、

「
片
雲

(ち
ぎ
れ
雲
)
が
風

に
誘
わ
れ

る

如
く
」
或

い
は

「
片
雲
が
風

に
誘
わ
れ
漂
う

の
を
見

て
は
(
見
る

に
つ
け

て
)
」

と
解
す

る
の
が
通
説

で
あ

る
。そ

し
て
こ
の
連
用
修
飾
句

は
「
漂
泊

の
思

ひ
や
ま

ず

」
ま
で
係

る
と
す

る
。
語
法
的

に
は
首
肯
さ
れ

る
見
解
と
思
う
が
、
私

は
も
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ヶ

噌
つ
、
側
線

的
な
解
し
方

も

で
き
て
、
そ
れ
が
例
の
複
線
型
文
章
構
造

の
面

白
さ
だ
と
思
う
。
即
ち

「
片
雲

の
」
を
連
体
修
飾
格

と
見

て

「
片

雲

の
風
」

は
片
雲
を
吹
ぎ
漂
わ
す
風

の
意

と
取
れ
る
。.
そ
し
て
又
こ
の
連
用

修

飾

句

は

「
思

ひ
や
ま
ず

」
ま

で
ば
係
ら
ず

「
漂
泊

」
だ
け
に
係

る
と

い
う
取
り
方
も

で

き

る
と
思
う
。

「
漂
泊
」
は
名

詞
で
あ
る
が
、
動
詞
的
機
能

を
内
存

せ
し
め
て

,い
て

「
漂
泊
す
る

こ
と
」

の
意
味
と
も
取
れ
る

の
で
あ
る
。

口
訳

と

し

て

は

「
片
雲
が
風

に
誘
わ
れ
る
如
く
漂
泊
し
た

い
と

い
う
思

い
」
で
も

「
片
雲

を
吹

く
風

に
謬
わ
れ

て
漂
泊
レ
た

W
と

い
う
思

い
」

で
も

い
い
。
こ
の
幾
様

に
も
解

し
得
ら
れ

る
所

か
ら
文
章

の
味
わ

い
も
深
め
ら
れ
て

い
る
の
だ

ろ
う
。

こ
の
解

は
「
風
」
ど

い
う
言
葉

σ
重
要
性
を
考
え
る
所

か
ら
発
す
る

の
で
あ
る
。

「
風

」

と

い
う
語

は
芭
蕪

に
お

い
て
は
特
別

の
意
味
を
持

っ
て

い
る
と

い
う
.を

が
言

わ
れ

て
い
る
。・
例
え
ぽ

コ

と

せ
思

ひ
ま

ふ
け
ざ

る
辻
風

に
吹
さ
そ
は
れ
て
、

ひ
の
き
が
さ
や
ぶ
れ

み

ち
0
く
出
羽

の
境

に
檜
笠
破
た
り
」
(移
二
芭
蕉
一詞
)
「
残
生

い
ま
だ
漂
泊
や
ま

ず
・
°艦…
魏

ど

ち
蹙

身
を
ま

か
す

べ
き
欝
と
・…

」

(元
禄
三
・六
・二
O
付
小

春
宛
書
簡
)
「
身

の
徹
鶴
輿
風

に
ま
か
せ
候

へ
ぽ
…
…
」
(元
禄
四
二

・四
句
空
宛
)

な
ど
。
「
風
幡
さ
そ
は
る
」
「
風

に
ま
か
す
」
と

は
つ
ま
り
、
己
が
意
志

の
ほ
か

な
る
何

も

の
か
に
誘

わ
れ
て
さ
だ

め
な
き
旅

に
出

る
こ
と

で
あ

る
。

旅

に
死
ん
だ
古

人
の
系
譜

に
連
な

ろ
う
と
志

し
つ
っ
の
、
風

に
任

せ
て
の
旅

で
あ
る
と
し
た
ら
、
自
分
も
旅

に
死

ぬ
こ
と

を
避

け
難

い
宿
命
と
覚
悟
す
る

の

か
り
そ
め

ロ

ひ
ろ
か
は

で
な
け
れ
ぽ
な
る
ま

い
。
少
な
く
と
も
、
仮
初

に
庵
を
結

ん
だ
河
内

の
弘
川
寺

で
如
月
の
望

月
の
頃

に
花

下
の
死
を
念

じ
た
素
懐

を
果

し
た
西
行

の

死

に

方

や
、
年

老

い
て
の
旅

の
途
上
箱
根
山
麓

の
客
舎

で
ふ
ど
命
を
終

っ
た
宗
祗

の
死

に
ざ
ま
に
倣

っ
て
、
奥
羽
北

陸
の
み
ち
の
果

て
に
屍
を
さ
ら
す

の
が
、

こ
の
場

合

の
旅

の
本
意
と
読

み
取
る
べ
き

で
は
な

か
ろ
う

か
。

、
こ
こ
で

二
石
さ
し
菰
さ

ん
で
お
き
た

い
の
は

「
漂
泊

の
思

ひ
や
ま
ず
し

で
文

を
終
止
さ
せ
る
か
、
読
点

に
し
て
下
に
続

け
て
い
く

か
と

い
う
問
題

で
あ

る
。

読

点

に
し
て
下
に
係

っ
て

い
る
と
見

る
の
が
、

ほ
ぼ
通
説

で
あ

る
。
文
章

の
調

子

か
ら
見
て
も
、
意
味

の
上
か
ら
し
て
も

、
語
法
的

に
も
、
確

か
に
こ
こ
で
終

止
し
て

い
ず

下
に
緊
密

に
続

い
て

い
る
よ
う
で
あ

る
。

し
か
し
こ
の

一
章

の
趣

意

か
ら

い
え
ぽ
、
こ
こ
で
か
怨
り
大
き

な
切

れ
目
に
な

る
こ
と
も

事

実

で

あ

る
。
例
の
複
線
型

一
一重
構
造

の
俳
諧

的
文
章

の
常
道

で
、
続
く
と
共

に
切

れ
て

も

い
る
わ
け
で
あ
る
。、
こ
こ
で
切
れ
る
と
し
て
み
る
と
、
冒
頭

か
ら

こ
こ
ま
で

ヘ

ヘ

ヘ

へ

が

い
み
じ
く

も
見

事
な
起

・
承

・
転

・
結

の
構
成

を
な
し
て

い
る
。「
月

日
は
」

ヘ

へ

の

一
文
が
起

、

「
舟

の
、上
に
」
の

一
文
が

承

(
こ
の
承

は
か
な

り
飛
躍

し
た
転

換
ぶ
り
を
見

せ
て

い
る
が
、
思

想
上
は
万
象

・
浮

生
の
流
転

を
述

べ
て
い
て
、

ヘ

へ

承

に
違

い
な

い
)
、
,「
古

人
も
」
の

一
文
が
転

、.
そ
し
て

「
予
も
」

の

一
文
が
結

と

い
う
工
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
で
作
者

の
漂
泊

の
心
に

つ
い
て
の
思
想

叙
述

の
核
心
は
結

ば
れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

構
想

の
話

が
出
た
序

で
に
言
え
ぽ
、
序
章

全
部

の
構
成

を
見
渡
す
と
、
冒
頭

か
ら

こ
の

「
や
ま
ず
」
ま

で
が

一
段
落

を
な
し
、
次

に

「
取
も
の

手

に

つ

か

ず
」
(
こ
こ
も
続
き
な
が
ら
切
れ
て

い
る
)

ま
で
が

一
段
落

、
以
下
が

一
段
落
、

ヘ

ヘ

へ

と

い
う
よ
う

に
序

・
破

・
急

の
三
段

構
成

と
な

っ
て

い
る
と
思

わ
れ
る
。

二

漂
泊
の
思
い

芭
蕉
は
奥
羽
の
旅
の
後
に
集
中
的
に
「
漂
泊
」
の
語
を
用
い
た
。
例
を
あ
げ

れ
ば
、
前
掲
元
禄
三
年
六
月
の
小
春
宛
書
簡
、
翌
年
正
月
の
正
秀
宛
に
「
兎
角

ク

ノ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

拙
者
浮
雲
無
住

の
境
界
大
望
故
、
如
レ
此
漂
泊

い
た
し
候
間
:
…
・」
(
「浮
雲

無
住

の
境
界
」

に
も
注
目

し
た

い
)
、

そ

の
翌
五
年

二
月

の
呂
丸
宛

「
其
後

上
方

辺

ヘ

へ

漂
泊

」
な
ど
が
あ

る
。
そ

の
他

の
時
期

に
は
こ
れ

に
当
る
語
と
し

て

は

殆

ど

「
行
脚

し
を
用

い
て
い
る
。
奥
羽

の
旅

を
も
他

の
所

で

「
奥
羽
長
途

の
行
脚
し
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と

い
う

ふ
う
に

い

っ
て
い
る
。
行
脚
と

は
い
う
ま

で
も
な
く
仏
道
修
行

の
た
め

の
旅

で
あ
る
。
彼
自
身

は
僧
籍

に
入

っ
て

い
な
か

っ
た
が
、
行
脚

に
生
涯

を
尽

し
た
能
因
や
西
行
な
ど

の
先
人

の
行
跡

に
倣
お
う
と

の
意
志

が
そ
う
呼
ば
せ
た

の
で
あ
ろ
う
。

(
西
行

は
自
ら

の
旅
を

「
修
行
」
と
称

し
た
。
)

シ
テ

リ

ニ

「
漂
泊
」
と

い
う
言
葉

は
唐

詩
な
ど
に
散

見
さ
れ
る
。
「漂
泊

来
二千

里
一

謳

ツ

ニ

ぎ

歌
満
二
百
城

こ

(劉
長
卿
)
「
下
亭
漂
泊

高
橋
覊
旅

」
(庚
信
)
な

ど
。
申

で
も

目

立

つ
の
は
杜
甫

の
詩

に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
杜
詩
中

の
管

見
に
入

っ

た

二
、
三

の
句
を
順
序
不
同

に
挙
げ

て
み
る
と
、
・

タ
リ

ノ

ス

ノ

支
離
東
北
風
塵
際

漂
泊
西
南
天
地
問

(詠
懐
古
跡
五
首
)
、

ス

ノ

へ

う

つ

ス

ノ

即
今
漂
泊
干
戈
際

屡
々
貌
尋
常
行
路
人

(丹
青
引

贈
曹
将
軍
覇
)

高

雲
鸛

.粛
〃
愚

泛

嬬

慙
ボ

星

.
飄
泊
璽

紅
堅

(草
閣
)

「
飄
泊
」
と
書

い
て
も
殆

ど
同
じ
で
あ

る
。
ま

た
後
素
堂

の

『
奥

の

細

道

解

』
に

「
杜
詩

に
地
分

二南
北

一任

二流
萍

一、
註

云
任

二其
漂
泊

一則
南
蜀
中
北
長

安

也
、
是
漂
泊

の
解
也
」
と
あ

る
の
も
参
考

に
な

る
。
思
う

に
杜
甫

の
生
涯

ほ

ど
漂
泊

の
語

に
ふ
さ
わ

し
い
も

の
は
あ

る
ま
い
。
芭
蕉
が
杜
甫

に
学
ぼ
う
と
し

た
跡

は
歴
然

た
る
も

の
が
あ
り
、

「
漂
泊
」
.
の
語
も
恐
ら
く
杜
詩
か
ら
得

た
の

で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
語
を
用

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
彼
自
ら

の
旅

を
杜
甫

の
如
き
漂
泊

の
旅
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
心
懐

を
表
白

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

目
崎
徳
衛
氏
が
そ

の
著

『
漂
泊

』
の
中

で

「
語

の
本
質
的
な
意
味

で
漂
泊
と

は
精
神

の
営

み
で
あ

る
」
と
言
わ
れ

る
所
が
、
芭
蕉

の
場
合

の
漂
泊

の
・本
質
を

最
も

よ
く
表

わ
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
精
神

の
営
み
と
毒

て
の
芭
蕉

の
漂
泊

は
、
彼
が
故
郷
喪
失
者
と
し

て
伊
賀
を
離
れ
、
社
会

の
秩
序
外

の
存

在
者
た
る

俳
諧
師
た
る

の
道
を
選
ぶ
べ
く
決
意
し
た
時

か
ら
始
ま

る
。
し

か
も
秩
序
外
生

活
者

の
世
界

に
入
り
な
が
ら
、

一
時

は

そ

の
世
界

で
の
成
功

を
夢

み
る
矛
盾

を
犯
さ
な
か

っ
た
わ
け

で
は
な
い

。
恐

ら
く
江
戸
出
府
以
後

の
和
漢
古
典
類

の

蠡

な
畿

も
そ
の
ア
ゾ
5

ア
入
恕

の
表
わ
れ
霞

な
か
ウ
た
袴

し
か

し
漢
詩
文
や
中
世
隠
遁
草
庵
文
学

の
世
界
を
素
材
と
し

て
摂

取
し
よ
う
と
し
て

進
む
う
ち
、
や
が

て
そ

の
世
界
を
生
活
化
し
よ
う
と

い
う
積
極
的
態
度

に
深

ま

っ
て
い

っ
た
時

(
即
ち
前
述

の
矛
盾
を

一
つ
の
り
こ
え
、

一
切

を
放

下
す
べ
し

と
自
覚

し
た
時
)
か
ら
、
彼
は
彼
自
身

の
道

を
求
め
始
め
た
の
で
あ

る
。

わ
か
り
き

っ
た
こ
と
だ
が
、
私

は
芭
蕉
独
自

の
道

、
即

ち
精
神
構
造
と

か
思

想
と
か
生
き
方

と
か
の
根
底

は
無
常
観

に
あ

る
と
の
見
方

を
改

め
て
再
認
識

せ

ざ
る
を
得

な

い
。
そ
の
無
常
観

は
彼

の
生
得

の
心
的
傾
向
を
素
地
と
す

る
も

の

で
も
あ

っ
た
ろ
う
が
、

そ
の
上

に
意
識
的
な

い
し
意
志
的

に
取
り
込

ん
で
い

っ

た
面
も
多
分

に
あ

っ
た
の
だ

ろ
う

と
思
う
。
そ

の
契
機
と
な

っ
た
も

の
が
、
身

近

の
者
の
死
に
よ
る
も

の
か
、
或

い
は
其
角
が
指

摘
す

る
よ
う

に
草
庵
焼
亡

の

厄
に
機
縁

を
発
す

る
も

の
か
、
そ
れ
と
も
仏
教
と

の
邂
逅
、
と
り
わ
け
仏
頂
和

尚
と

の
邂
逅

に
よ
る
も

の
か
、

い
ず
れ
と
も
決
定
は
し
か
ね
る
。
そ

の
ど
れ
も

が
結
合
さ
れ

て
い
る
と
見

る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
た
だ
彼
が
心

の
師

と
頼

む
西

行

.
宗
祗
等

の
行
き
方

に
学
ば

ん
と
志
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
先

人
の
精
神

の
中
核

を
な
し
た
無
常

の
観
念
を
体
得

し
よ
う
と
努

め
歩

み
進

ん
だ
こ
と
が
最
大

の
契

機

で
あ

る
こ
と
は
、
確

か
だ
ろ
う
と
思
弥
。

と

に
か
く
芭
蕉

は
無
常

観
を
核

心
と
し
て
、
世
間
離
脱

の
無
用
者
即

ち
隠
邂

者

た
る
道

を
選
び
、
、
こ
の
世

を
仮

の
宿
り
と
観

じ
去

っ
て
、

一
所
不
住

の
思

い

に
徹

し
き

ろ
う
と
す

る
。
・か
く

て
行
き
着
く
所

は
漂
泊
を
日
常
化
す
る
以
外

に

は
な

い
と

い
う
思
念

に
止
住
す

る
。
彼

の
自
覚
と
し

て
は
そ
れ
が
ま
さ
に
西
行

.
宗
祗
等

の
先
達

の
系
譜

に
連
な
る
、
風
雅

の
本
質
を
な
す

一
筋

の
道

で
あ

る

と
信
じ
た

の
で
あ
る
。

い
ま
、
芭
蕉

の
精
神

の
あ
り
方

の
全
般

を
、
説
明

す
る
に
便

し
て
・
粗
雑

の
、

そ
し

り
も

あ
ろ
う
が
、
左

の
よ
う
な
図
式

に
し
て
示
し
て
お
こ
う

と
思

う
。
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「
風
狂
」
は
芭
蕉

の
精
神

の
あ

り
方
を
風
雅

の
面

か

ら
示
す
重
要
な
言
葉

で
あ

る
が

、『
野

ざ
ら
し
紀
行
』

の
旅
前
後

に
最
も
色
濃
く
示
さ
れ
、
そ

の
後
次
第

に

深
化

さ
れ
て
あ
ら
わ

で
な
く
な

っ
た
。

　

リ

ア
リ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

宗

祗

の

「
世

に
ふ
る
も

さ
ら

に
時
雨

の
宿

ケ
か
な
」

(
ふ
る
は
世
に
経
る
と
時

雨
の
降
み
と
の
掛
詞
。
こ
の
世
の
生
を
過
ご
す
こ
と
も
、

ひ
と
時
の
時
雨
を
避
け
る
仮
の

宿
り
を
繰
返
す
に
異
な
ら
な
い
の
意
)
に
唱
和

し
て

「
世

に
ふ
る
も
さ
ら

に
宗
祗

の

や
ど
り
哉
」
(虚
栗
)
と
詠

ん
だ
よ
う

に
、
芭
蕉
は
古
人
と
全
く
同
じ
次
元

に
立

っ
て
漂
泊

の
精
神
を
体
得
す
る

こ
と
を
生
涯

の
モ
ヅ
ト
ー
と
し
た
。

い
ず

こ
に

住
も

う
と
も
、

い

つ
も
そ

こ
を

一
と
き

の

「
時
雨

の
宿
り
」
と
覚
悟
し

て
、
旅

に
あ
る
思
い
に
止
住
す
る
精
神
的
生
活
の
あ
り
よ
う
ー

そ
れ
こ
そ
が
漂
泊
で

あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
す
ら

い
な

い
し
旅
す

る
と

い
う
実
践
的
行
動
を
伴
わ
な

い
ま
ま

で
も
、
例
え
ば
市
隠

と

い
ヶ
あ

り
方
も
考

え
ら
れ

る
よ
う

に
、
精
神

の

営
み
と
し
て

の
漂
泊

は
あ
り
得

る
わ
け
で
あ

る
。

つ
ま
り
旅
を

し
な

い
漂
泊
者

も
あ
り
得
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
芭

蕉
も
、
そ

の
生
涯

を
考

え
る
と
、
旅

に

あ

っ
た
年
月
と
、
旅
せ
ず
庵
住
し
て

い
た
年

月
と
ほ
ぼ
半

々
で
あ

っ
た
。

し
か
し
内
面
的
精
神
的

の
漂
泊
者

は
必
然
的

に
漂
泊

の
行
動
実
践
を
迫
ら
れ

る
は
ず

で
あ

る
。
芭
蕉

に

「
漂
泊

の
思

ひ
や
ま
」
ざ
る
も

の
が
あ

っ
た

の
は
当

然

で
あ

ろ
う
。
そ

の
漂
泊

の
旅

に
駆

り
立

て
る
魂

の
奥

の
何
物
か
、
や
む

に
や

ま
れ
ぬ
情
念

の
催

し
と
で
も

い
う
べ
き
も

の
の
存
在

に
触

れ
て

「
そ

ぼ
ろ
神

の

物

に
つ
き
て
心
を
く
る
は
せ
…
…
」
と
表
し
て

い
る
の
は
注

目
に
値
す

る
。
こ
の

せ
い
き
よ
の

え
た

い
の
知
れ
ぬ
情
念

は
、
或

い
は
元
禄

五
年

の

「
栖
居
之
弁

」
に

「
風
雅
も

よ

し
や
是
ま

で
に
し
て
、

口
を
と
ち
む
と
す
れ
ぽ
、
風
情
胸
中

を
さ
そ
ひ
て
、

物

の
ち
ら

め
く
や
、
風
雅

の
魔
心
な
る
べ
し
。
な
を
放
下
し

て

栖

を

去

、
腰

し
ゆ
じ
や
う
い
つ
ば
つ

に
た
ゴ
百
銭
を

た
く

撼
へ
て
柱
杖

一
鉢

に
命
を
結
ぶ
」
と
書

い
た
、
そ
の

「
風

雅

の
魔

心
」
と
別

な
物

で
は
あ

る
ま

い
。
芭
蕉

に
と

ウ
て
は
風
雅

に
生
活
を
賭

け
る

こ
と

と
、
漂

泊
の
人
生
を
生
き

る
こ
と
と

は
、
全
く

一
つ
に
な

っ
て
い
た

の
だ
。
そ
し

て
そ
う
し
た
生
涯

の
果

て
に
は
野

ざ
ら
し
と
な
る
べ
き
運
命
が
待

つ
て
い
る
と

い
う
諦
念

の
中

に
い
た
b

以

上
に
述

べ
て
き

た
芭
蕉

の
漂
泊
と
は
、
ま
と

め
て
み
れ
ば
、
O

無
常

観

に

根

ざ
し
、
⇔
隠
遁

の
思

い
と
相
伴

い
、
⇔
人
生
即
旅

の
観
念

に
基
づ
く
も

の
で

あ
り
、
画
伝
統

的
な
精
神

と
し
て
受

け
と
め
ら
れ
、
㊨
旅

に
死
す

る
の
諦
念
を

ひ
そ

め
、
㊧

一
所
不
住

の
、
風

に
ま
か
せ
て
め
漂
流

で
あ

っ
て
、
㊨
精
神

の
営

み
と

し
て
あ

る
、
と

い
う
よ
う

に
要
約

で
き

る

で

あ

ろ

う

か
。『
お
く

の
ほ
そ

道
』

の
序
章

は
、

こ
う
し
た
芭

蕉
自
身

の
精
神
世
界

の
有

り
様

を
踏

ま
え

て
、
,

詩
的

に
構
成
、
叙
述
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
、

そ

れ
に

つ
け
て
言

い
添
え
た

い
こ
と
が
あ
る
。
漂
泊

と

い
う
語
は
本
来
詩
語

・
文
学
語

と
い
う
性
格
を
持

っ
た
言
葉

で
あ
る
。
芭
蕉
が
旅
を
表
す
に
漂
泊

の

語

を
用

い
た
時
、
旅

は
詩
化

懲
れ
て
い
た

の
罹
。
或

い
は
詩

材
化
さ
れ

て
い
た

の
だ
。
そ
れ
は
芭
蕉
が
理
念
化

さ
れ
た
旅

を
う

た
う
詩
人

で
あ

っ
て
、
紀
行
作

家

で
は
な
か

っ
た
こ
と
と
表
裏

を
な
す
も

の
で
あ

る
。

三

白
川
の
関

こ
え
ん

へ

以
上

の
よ
う

に
第

一
の
段
落

(
序
)

に
お

い
て
は
、
万
物
流
転

の
世
界
観

に

基
づ
く
、
人
生
即
旅

の
観
想

に
立

っ
て
、
旅

に
生
ぎ
旅

に
死
ん
だ
古

人
の
伝
統

を
継

ぐ
者

と
し
て
の
自
覚

に
お

い
て
、
不
断

に
漂
泊

の
思

い
に
止
住
す
る
主
人

公

の
心
境

を
述

べ
た
の
で
あ

る
。ヘ

へ

こ
れ
に
続
く
第

二
の
段
落

(破
)

は
、
破

と

い
う

べ
く
余
り

に
も
軽
や
か

に

な
る
が
、
具
体
的

に
こ
れ
ま

で
の
漂
泊

を
追
懐

τ
、
再
び

み
ち
の
く

の
旅

へ
誘

わ
れ
る
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
心
懐

を
述

べ
る
。

「
漂
泊

の
思

ひ
や

ま
ず
」

に
付
け
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ヘ

へ

て

「
海

辺
に
さ
す
ら

へ
」
と
表
現

し
た
(漂
泊
の
文
字
に
水
の
縁
が
想
起
さ
れ
る
)
。

「
海
辺

」
に
は
陸
地

の
さ

い
は
て
の
地

の
語
感
も
あ

る
。

「
さ

す

ら

い
し

は

「
漂
泊

」
と
同
義
語

で
あ

る
が
、
「
漂
泊
」
の
も

つ
重
さ
と
悲
愴
性
を
欠
き
、
精

神

の
営

み
と

い
う

ニ

ュ
ア
ソ
ス
も
ず

っ
と
乏

し
い
。

「
去
年

の
秋
」
以
下

「
年
も
暮
」
ま

で
は
次

に
繋
ぐ
た
め

の
叙

述

で

あ

っ

た
て

て
、
「
漂
泊

の
思

ひ
や
ま
ず
」
か
ら

の
直
接

の
文
章

の
流
れ
は

「
春

立
る
霞

の
空

に
、
白
川

の
関

こ
え

ん
と
、
…
…
」
と
続
け

て
読

ん
で
い
き
た

い

文

脈

で

あ

る
。
そ
う
あ

っ
て
こ
そ
、

こ
ん
ど

の
旅
が
漂
泊

の
思

い
に
誘

わ
れ
て

の
、
や
む

に
や
ま
れ

ぬ
も

の
だ
と

い
う
気
持
が
通
ろ
う
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

「
そ
父
う

つ
い

神
」

は
疑
義
も
あ

る
が
、
と

に
か
く
後

の

「
道
祖
神

」
と
対

を
た
す

一
語
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
春
立
る
霞

の
空

に
」
は
解
釈

上
問
題

の
箇
所

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は

(註
2
)

か

つ
て
私
見
を
述

べ
た
こ
と
が
あ
る

の
で
そ
れ
に
譲

る
が

、
要
す

る

に

こ

こ

は
、

「
や

x
年

も
暮
」
を
受

け
て
春
が
立

っ
た
と

い
う

こ
と
を
言

っ
た
ま

で
で

あ
る
。
そ
れ
を
、
例

の
能
因

の

「
都

を
ぽ
霞
と
と
も

に
立

ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹

く
白
川

の
関

」
(後
拾
遺
集
〉
を
踏

ま
え
、
関

の
縁

で
霞

の
語
を
出

し
て
、
都
を

旅
立

つ
こ
と
と
霞
が
立

つ
こ
と
と
を
言

い
掛
け
た

の
で
あ

っ
て
、
そ
う
し
た
修

辞
が
注
釈
者

を
戸
惑

い
さ

せ
る
も
と

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

口
訳
を
試
み
れ
ば

「
立
春
を
迎

え
霞

の
立

ち
始

め
た
空
を
見

る
に
つ
け
、
早
く
旅
立
ち
し
て
、
白

河

の
関
を
越

え
奥
州
を
巡
遊

し
よ
う
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ま
つ

「
松
島

の
月
先
心

に
か
玉
り

て
」

は
掛
詞

の
あ
や
も
あ
る
が
と

に
か
く
素
直

な
行
文

で
、
松
島

に
奥
羽

の
名
所
を
代
表
さ

せ
た

の
で
あ

る
。

「
も

x
引

の
破

を

つ
づ
り
」

か
ら
以
下

は
奥
羽

の
旅

へ
旅
立
と
う
と
す
る
に
あ
た

っ
て

の
具
体

的
な
用
意
万
端
を
代
表
酌
な
事
例
を
も

っ
て
簡
潔

に
叙

し
た

の
で
あ

る
。

四

「
草
の
戸
も
」
の
句

へ

第
三
の
段
落

(急
)
は
旅
立
ち
に
臨
ん
で
の
挙
措
行
儀
を
述
べ
、
発
句
を
も

す
め

か
た

さ
ん
ぶ
う

し
よ

っ
て
締

め
括

っ
て

い
る
。
「
住
る
方

は
人
に
譲

り
、
杉
風
が
別
墅

に
移

る
に
」
は

大
体
事
実

に
即
し
た
叙
述

と
見
ら
れ
る
。
従

っ
て

「
住

る
方
」
、乏

は
深
川

に
あ

っ
た
芭
蕉
庵
を
さ
す
の
は
明

ら
か
で
、

こ
れ
を
誰

か
家
族
持

ち
の
人

(曾
良
書

簡
に
徴
す
れ
ば
平
右
衛
門
と
言

っ
た
か
)
に
譲

っ
た
模
様

で
あ

る
。
「
杉
風
が
別
墅
」

さ
い
と

が
杉

風

の
別
業
採
荼
庵

を
さ
す
と

い
う
の
は
ほ
ぼ
定
説

で
あ

る
。
旅
仕
度
す

る

の
に
便
利

な
採
荼
庵

に
早
目

に
移

っ
た

の
だ

ろ
う
。
採
荼
庵

は
芭
蕉
庵

に
程
近

い
六
間
堀

西
側

に
あ

っ
た
と
考
証
さ
れ

て
い
る
。

庵

を
出

る
に
際

し
て
、

す
み
か
は

よ

草
の
戸
も
住
替
る
代
ぞ
ひ
な
の
家

お
も
て

の
句

を
発
句
と

し
て
仕
立

て
た
表

八
句

(百
韻
連
句
の
一
枚
目
の
懐
紙
の
表
に
書
く

八
句
)
を
記

し
た
懐
紙
を
庵

の
柱

に
掛

け
て
お

い
た
と

い
う
。
こ
れ
は

俳
諧
社

会

の
儀
礼
的
作
法

で
あ

っ
た
が
、
事

実
だ

っ
た
か
ど
う
か
は
、
脇

以
下

の
七
句

も
残
さ
れ
て

い
ず
、
明
ら

か
で
な

い
。

こ
の
句

に
つ
い
て
は
違
う
句
形
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
は

「
草

の
戸
も

ヘ

へ

す
み
か
は
る
よ
や
雛

の
家

」
と
あ
る
も
の
で
、
普

通
初
案
形

と
さ
れ
る
。
所
佞も

ち

資
料
に
よ

っ
て
異
る
前
書
が
添

え
ら
れ
て

い
て
、
真
蹟
短
冊

に
は

「
む
す

め
持

た
る
人

に
草

庵
を
ゆ
づ
り
て
」
と
あ
り

『
世
中

百
韻

』
に
は

「
は
る
け
き

た
び

の
空
お
も
ひ
や
る
に
も
、

い
さ

エ
か
も
こ

玉
う
に
さ
は
ら
ん
、
も

の
む

つ
か
し

け
れ
ば
、
日
比
住
け
る
庵
を
相

し
れ
る
人

に
ゆ
づ

り
て
い
で
ぬ
。

こ
の
ひ
と
な

む
、

つ
ま
を
ぐ
し
、
む
す
め

・
ま
こ
な
ど
も

て
る
ひ
と
な

り
け
れ
ば
」
と
詳

し

く
、
こ

の
句
の

で
き
た
事
情

に

つ
い
て
は
ほ
ぼ

こ
れ
で
明
ら

か
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
「
よ
や
」
の
形
が
果

し
て
初
案

で
、
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
」
中

の
形
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が
成
案

か
と

い
う

こ
と

に
な
る
と
、
後

に
触

れ
る
富
山
奏
氏

の
見
解

で
は
初
案

・
成
案

の
関

係

で
な
く
て
、
異
形
と
し
て
並
び
存

す
る
と
見

る
べ
き
だ

と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も

『
細
道

』
の
中

で
だ
け

「
代

ぞ
」
と

な

っ
て
い
る
こ
と

は
注

意

を
要
す
る
。
「
よ
や
」
な
ら
単
な
る
詠
漢

で
あ

る
が
、
「代

ぞ
」
と
な
る
と
後

述

す
る
よ
う
に
深
切

に
し
て
強
力
な
語
勢
が
響

き
出
る
。

表
八
旬
を
掛
け
た

の
が
芭
蕉
庵

か
、
そ
れ
と
も
採
荼
庵
か
、
、ま
た
吟
詠
は
出

庵

の
前

(
雛
祭

る
家

の
情
景

は
想
像
ど

い
う

こ
と

に
な
る
)
か
、
出
庵
後

(雛

祭

の
情
景
を
眼
前

に
嘱
目
し
た
)

か
と

い
う
点

で
説
が
分

か
れ
る
。

、そ

ん
な
問
題
が
あ
る
上

に
、
、句
意
も
主
旨
が
容
易

に
掴

め
な
い
。

こ
の
句

に

つ
い
て
は
宇
和
川
匠
助
氏
、
富
山
奏
氏

に
そ
れ
ぞ
れ
精
細
な
論
文
が
あ

る
。
宇

和
川
論
文

(「
『草
の
戸
も
』
解
釈
諸
説
の
批
判
と
紀
行
本
文
と
句
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

『
連
歌
俳
諧
研
究
』
15
号

・
昭
和
32
・
12
)
は
、

『
細
道
』
本
文
に
即

す
る
限

り
こ
の

句

は
出
庵
直
前

に
詠
ま
れ
た
も

の
で
、
雛

祭
は
想
像

と
解
す

べ
き

だ
が
、
本

文

を
離

れ
れ
ぽ
雛

祭
を
眼
前

に
し
て
詠

ん
だ
と

い
う
解
し
方

に
も
捨

て
難

い
愛
情

を
感
ず

る
と

い
う
。
そ
し
て
余

り
に
も
荘
重
な
序
章

の
文
章
中

に
据

え
ら
れ
た

が
た
め
に
、
句

と
文
と
の
渾
融

に
隙
間
を
生
ぜ
し

め
た

の
だ
と
す
る
⑩
こ
れ
に

対

し
て
富

山
論
文

(「芭
蕉
の
発
句

『
草
の
戸
も
住
替
る
代
ぞ

ひ

な

の
家
』
考
」
『
近

世
文
芸
』
30
号
、
昭
和
54
・
2
).は
、
あ
ぐ
ま
で

『
細
道
』
本
文

に
即

し
て
解
す
ベ

ヘ

ヘ

へ

き
だ
と
全
く
眼
前
説
を
斥
け
、
,
「
代
ぞ
」

の

「
ぞ
」

に
、
草

の
戸

に
言

い
聞
か

せ
て

い
る
よ
う
な
ひ
び
き
が

あ
る
と

い
う
大
谷
篤
蔵
氏

の
見
解

(汨
本
古
典
文
学

大
系

『
芭
蕉
句
集
』
頭
註
)

に
注
目
し
た
上

で
、
し

か
し
言

い
聞
か
せ
る
対
象

は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

草

の
戸

で
な
く

て
己
自
身

に
向

っ
て
説
示

し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
即
ち

「
流

転

の
浮
生

に
対
す

る
自
覚
自
戒

の
心
」
を
主
題

と
し
て
読

み
取
る
べ
き
だ

と
す

る
の
で
あ

る
。

説
得
力
あ

る
富
山
論
文

に
対

し
て
は
加
此
る
べ
き
何
物
も

な

い
よ
う
に
思

え

る
。
た
だ
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
ば

、
富
山
氏

は
大
谷
氏

の
頭
註

の
後
半

に
あ

る

「
今

ま

で
と
違

っ
て
花
や
か
な
る
べ
き
草
庵

の
前
途

を
祝

っ
て
や

っ
た
句

に
な

る
」
と

い
う
箇

所
を
引

用
し
な
が
ら

「
祝

っ
て
や

っ
た
」
と

い
う
点

に
関

し
て

は
触
れ
る
所
が
な

い
。
け
だ
し

『
細
道

』
本

文
に
即
す
る
と
す
れ
ば

、
儀
礼
作

法
的
な
作
意
を
持

つ
こ

の
句
に
は
祝
福

祝
儀

と

い
う
挨
拶

的
な
要
素

も
あ
る
こ

と
も
否

め
ま

い
。
た
だ
し
祝

い
の
挨
拶
と

い
う

こ
と
な
ら
、
む
し
ろ

「
よ
や
」

の
形

の
方
が
適
切

で
あ

る
。

「
代
ぞ
」

の
形

に
お
い
て
そ
れ
を
求
め
る

の
は
、

い
さ
さ
か
無
理

の
よ
う

に
も
思
わ
れ

る
。

こ
の
旬

は
表
面
的

に

一
読

し
た
所

で
は
、
世
外

の
人

の
住
居
だ

っ
た
草
庵

か

ら
賑
や
か
な
世
俗
め

人
の
住
家

に
変

っ
た
と

い
う
、
そ
の
流
転
変
易

の
代

の
流

れ

に
対
す
る
感
懐

が
主
題

と
見

え
る
。

こ
の
場
合

に
お
い
て
は

「
雛
」
も
花
や

か
さ

の
う

つ
ろ

い
易

い
物

と
し
て
浮

生

の
変
転

の
暗

喩
で
あ

ろ
う
。
蕉
門
俳
人

す

え

え
う

ふ
る
ま
ひ

し
も

、

あ

に

「
明
日
知
ら
ぬ
雛

の
栄
燿
や
け

ふ
の
桃

」
(支
考
)
や

「
振
舞

や
下
座

に
な

ほ

こ

ぞ

る
去
年

の
雛
」
(去
来
)
な
ど

の
句
が
あ
る
の
が
参
考

に
な
る
。

「
雛
」

は
祝
意

す
が
た

の
表
徴
と
も
な
れ
ば
、
無
常
流
転

の
代

の
相

の
暗
喩
と
も
な
り
得

る
の
だ
。

こ

の
表
面
的
解
釈

に
立

つ
場
合

は
、
説
示

の
対
象

は
自
分
を
含
め
た
無
限
定

の
人

人

で
あ

る
。
だ

か
ら

「
ぞ
」

で
な
く
て

「
よ
や
」
と

い
う
単

な
る
詠
嘆

で
あ

っ

て
も

よ
い
の
だ
。

と

こ
ろ
が
そ

の

「
ぞ
」

の
対
象
が
自
己
自
身
だ
け

に
限
定
さ
れ
深
め
ら
れ
る

時

に
は
、
代

の
変
易
を
自
ら
納
得

し
て
こ
れ
を
受
容
し
、
も
と
も
と
捨

て
る
べ

き

で
あ

っ
た
草
庵

を
出
離

し
て
漂
泊

の
旅

に
出

る
時
期
が

い
よ

い
よ
来
た

の
だ

と
自
分

に
言

い
聞

か
せ
、
覚
悟
と
決
意
と
を
新
た

に
し
て
い
る
と

い
う

ひ
び
き

が

出
て
く

る
。

し
か
し
て
そ

の
覚
悟

に
は
宀
野
ざ
ら

し
た
る
べ
き
諦
念
が
裏
う
ち
さ
れ

て
い

る
と
す
れ
ば
、
こ

の
句

に
は
辞
世

と

い
う
意
味
も
持

た
せ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
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.
と

う
し
て
、
こ

の
句
を
据

え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

万
象
流
転

の
理
法

の
認
識

に
基
づ
く
人
生
即
旅

の
観
念

と
馬
そ
し
て
野

ざ
ら
し
た
る
べ
き
漂
泊

の
旅

に
出

で
立
と
う
と

の
自
覚
決

意
と

い
う
序
章

全
体

の
主
題

を
が

っ
ち
り
と
締

め
括

っ

て
い
る
と

い
え
よ
う
。

た
だ

こ
の
句

は
余
り

に
多
く

の
要
請
を
満
た
さ
ざ
る
を
え
な

い
使
命

を
負

わ

さ
れ
た
結
果
、
理
詰

め
に
な

り
、
明
瞭

さ
を
欠
き
、
詩

的
燃
焼
度

が
十
分

で
な

く
な

り
た
憾

み
は
否
定

し
難

い
ゆ
r

・

"

ざ

て
序
章
全
体

に
つ

い
て
だ
が
、

こ
の
章

は

『
細
道
』
全
編

の
総
序
も
し
く

は
大
序

と

い
う
べ
き
位
置

に
あ

っ
て
、
主
題
を
総
括
的

に
述

べ
る
と
共

に
、
全

編
を
そ

の
光
被

下
に
置
・い
て
い
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
て
次
章
旅
立

ち
の
条
と

相

結

ん
で
ハ
遙

か
に
終
章
末
尾

と
の
間

に
見
事
な
照
応

を
な

し
て
、
無
限
漂
泊

の
生

の
櫑

が
う
た

い
あ
げ
て
も

い
る
め

で
あ

る
。
そ

の
首
尾
照
応

の

構

想

美

な
き

な
み
だ

は
、

つ
ま
る
所
は

「
草

の
戸
も
↑

の
旬
と
.「
行
春

や
鳥
啼
魚

の
目

は
泪
」
の
句

は
ま
ぐ
り

ゆ
く

ど
が
、'
末
尾

の

「
蛤

の
ふ
た
み

に
わ
か
れ
行
秋
ぞ
」

の
句
と
の
問

に

い
か
に
絶

妙
な
照
応
を
な
し

て
い
る
か
と

い
う
こ
と
に
帰
す
る

の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

芭
蕉
が
奥
羽

の
旅

に
出
る
時
住
み
捨

て
た
芭
蕉
庵
は
ど

の
辺
に
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
隅
田
川

に
か
か
る
清
洲
橋
を
渡

っ
て
す
ぐ

の
清
澄

一
丁
目
の
都
バ

ス
停
留
所

か
ら
北

へ
折
れ

て
小
工
場
や
小
倉

庫
な
ど

の
建
物

の
並
ぶ
通
り
を
少

し
進
む
と
貸
ま
も
な
く
淡
緑
色

の
綺
麗
な

ア
ー
チ
を
持

つ
橋
が
見

え
て
く

る
。

こ
れ
が
艚
獄
恭
川

に
か
鋤
番
万
年
橋

で
あ

る
。
橋

の
甥
手

に
赤

い
水

門

が

讐

え
、
下
手

に
目

を
や
る
と
、
も
う
そ
こ
は
隅
田
川
で
、
小
名
木
川
が
注

ぐ
と
も

な
く
合
流
し

て
濁

っ
た
水
が
波
打

っ
て

い
る
。
風

趣
を
賞

さ
れ
た
三

ツ
股
も

こ

の
辺

か
と
慨
嘆

の
情
を
催
す
。
橋

を
渡
り
切
る
と
左

袂
に
小
遊
園
が
あ

り
そ
れ

に

っ
い
て
左
折
す

る
と
、
右
側

三
軒
目
程

の
所

に
小
祠
が
あ
る
。
路

に
面
し
て

形

ぼ
か
り
の
鳥
居

、
玉
垣
、
鉄

の
扉
。
芭
蕉
稲
荷
神
社
と
標
示
し

て
あ
る
。
小

句
碑

や
ひ
弱

そ
う
な

一
、

二
本

の
樹

の
立

つ
狭

い
境
内

の
、
向

っ
て
左
手

に
小

さ
な
稲
荷

の
祠
、
こ
れ
と
並
ぶ
小
堂

の
内

に
小
型

の
芭
蕉

の
石
像
が
薄
暗

い
。

場
所
柄
と

い
い
造
り
と

い
い
、
こ
こ
が
芭
蕉
庵

址
か
と

一
驚
を
喫

し
て
呆
然

と
す

る
。
し

か
し
土
地

の
心
あ
る
人
の
手

で
漸

く
に
確
保

さ
れ
た
貴
重
な
遺
跡

で
あ

る
。
地
番
は
江
東
区
常
盤

一
丁
目
三
-

一
二
。
本
当

の
庵

址
は
も
う
少

七

東
寄

り
か
と
考
証
さ
れ
て

い
る
。

芭
蕉
が
諦
視

し
た
通
り
代

の
変
易
は
止
ま
る
所
を
知
ら
な

い
。
何
も
彼
も
変

り
、
や
が

て
失

わ
れ

て
ゆ
く
。
数
年
前
ま

で
は
庵
址

の
前

の
小
道

路

の
突
き
当

り
の
護
岸

の
堤
防
上

に
よ
じ
登

る
こ
と
が

で
き

て
、
そ

こ
か
ら
隅
田
川

の
大
景

を
見
渡
せ
た
。
川
風

は

い
つ
も
寒

い
が
、
あ

る
春

の
終
り

の
頃

の
夕
暮
ど
き

に

ぶ

つ
か

っ
た

こ
と
が

あ
る
。
川

の
氷
面

に
夕
照
が
流

れ
、
対
岸

の
日
本
橋

か
ら

浅
草

に
か
け
て
の
辺

り
が
暮
靄

に
蔽
わ

れ
て
、
少

し
く
往
時
を
偲
ぶ

こ
と
が

で

き
た
、
そ
の
な

つ
か
し
さ

は
今

に
忘
れ
ら
れ
な

い
。

庵
址
を
出

て
、
万
年
橋
通

り
を
北

に
向

っ
て
少

し
行
く
と
q
左
側
通
り

に
面

し
て
略
和
五
十
六
年

春
開
館

予
定

の
江
東
区
立
芭
蕉
記
念
館

の
瀟
洒
な
白

い
四

角

の
洋
館
が
あ
る
。
裏
手

は
隅
田
川
に
直

面
す
る
。
地
番

は
常
盤

一
丁
目

六
。

都

内

で
芭
蕉
を
記
念

す
る
唯

一
の
公
立
の
施
設

で
あ

る
。

〔註

〕

(1
)

「
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
叩解
釈
上

の
疑
義

一
」
(『
解
釈
』
昭
和
銘

・
3
)

(2
)

「
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
解
釈
上

の
疑
義

二
」
(『
解
釈
』
昭
和
48

・
5
)
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