
近

江

の

う

み

松

隈

義

勇

私
は
こ
の
秋

に
、

芭
蕉

の
足

跡
を
追

い
な
が
ら
琵
琶
湖
畔

に
旅
し
、
湖
水
を

一
周
す

る
機
会

に
も
恵
ま
れ
た
。

ぎ
ち
ゆ
う
じ

三
晩
に
わ
た
る
宿

は
、

芭
蕉
の
墓
の
あ
る
義
仲
寺

に
近

い

埋

立

地

に
あ

っ

た
。
義

仲
寺
は
昔

は
湖
畔
に
あ

っ
た
と

い
う
が
、

埋
立
て
が
進
ん
だ
影
響

で
今

は
町
な
か

で
あ

る
。

平
地

に
あ
る
大
き
な
湖
と

い
う
も
の
は
、
山

の
湖
な
ど
と
は
違

っ
て
神
秘
と

い
う
よ
う
な
性
格
は
乏
し

い
が
、

ひ
ろ
び
う
と
し
、

ほ
の
ぼ

の
と
し

て
人

の
心

や
わ

を
和
ら
げ
、

遠
く

に
連
れ
て
ゆ
く
。
私
は
ひ
と
り
湖
畔

に
立

っ
て
は
、
飽
く

こ

そ
う
ぼ
う

と
な
く
眺

め
入

っ
た
。
夕
方

に
は
蒼
茫
と
暮
れ
ゆ
く
湖
面

は
ひ
と
し

お
に
寂

し

く
、
美
し
か

っ
た
。

あ
ふ

み

う
み
ゆ
ふ
な
み

ち

ど
り

な

淡
海

の
海
夕
浪
千
鳥
汝

が
鳴
け
ば

心
も
し

ぬ
に
い
に
し

へ
思

ほ
ゆ

き
よ

天
智
天
皇

の
大
津

の
宮

の
廃
墟

に
立

っ
た
柿
本
人
麿

の
詠
嘆

は
ま
さ

に
絶
唱

の
評

を
恥
ず
か
し

め
な

い
。

'

*

こ
の
歌

に

つ
い
て
商
売
柄

の
蛇
足

を

つ
け

加

え

る

と
、
初

句

の

「
淡
海

の

海
」

は

「
オ
ウ
ミ
ノ
ミ
」

で
な
く

「
オ
ウ
ミ
ノ
ウ
ミ
」

と
六
音

に
ゆ

っ
た
り
と

よ訓
み
、
そ

こ
で
息
を
休

め
る
べ
き
だ
と

い
う
斎
藤
茂
吉

の
説

に
従
う

べ
き

だ
ろ

う
。

一
種

の
喚
体
的
提
示
語
と
も

い
う

べ
き
語
法

で
、
湖
水

の
広

々
と

し
た
イ

も

メ
ー
ジ
が
重

い
感
動
を
負

っ
て
提
示
さ

れ
る
。

し
か
し

「
淡
海

の
海

の
」

と
次

に
続
く
気
合

い
も
ひ
そ

ん
で
い
る
。
純
然

た
る
喚
体
句

で
あ

る

「
夕
浪
千
鳥
」
の

あ
と

で
は
少
し
大
き
く
切
れ

る
。
初
句
、

二
句
と
も
ど
も
提
示
句
と

し
て
畳
ま

り
な
が
ら
、
「
淡

海
の
海
」
か
ら

「
夕
浪
千
鳥
」

へ
と

イ
メ
ー
ジ
が
展
開

し
、
凝

縮
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
感
動

が
深

め
ら
れ
、
景
物

で
あ

っ
た
千
鳥

が
、

心
の

内
奥

に
迫
り
入

っ
て
、
呼
び
か
け

の
対
象

に
ま

で
転
位

し
、
内
化
さ

れ
る
。
少

時

の
休
止

を
経

て
、
そ

の
間

に
詠
嘆

の
色
が
深

め
ら

れ
、
「
汝
が
」
と

い
う
呼
び

か
け

の
語

に
お
い
て
溢
流
す

る
。

こ
の

へ
ん
の
呼
吸

は
十
分
味

わ
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
う

し
て
「
汝

が
鳴

け
ば

心
も

し
ぬ
に
い
に
し

へ
思
ほ
ゆ
」
は
、
は
る
か
なし

お

も

の
に
引
き
込
ま
れ

て
ゆ
く

よ
う

で
、
悲

し
み
が
切
実

で
あ

る
。
「
し
ぬ
に
(萎

う
れ

　

れ

る
ほ
ど

に
)
」
と
愁

い
の
表
現

を
と
り
、
迫

っ
た
痛

切
な
調
子

を
内

包
し
て
い

ゆ
う
よ
う

こ
う
ば
く

な

が
ら
、
総

じ
て
の
調

べ
は
む
し
ろ
悠
揚

と
し
て
大
き

く
、

広
漠

た
る
夕
暮

れ

の
大
湖

を
前

に
し
て
懐

古
の
情
に
沈
む
に
ふ
さ
わ
し

い
。

人
麿
は

こ
の
歌
よ
り
前

に
も
大
津
の
荒
都

を
し
の
ん

で
、
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し

が

か
ら
さ
き

さ
さ
な
み
の
志
賀
の
辛
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
艦
待
ち
兼
ね
つ

お
ほ
わ
だ

あ

さ
さ
な
み
の
志
賀
の
大
曲
よ
ど
む
と
も
昔

の
人

に
ま
た
も
逢

は
め
や
も

の
反
歌
を
も

つ
長

歌

を

も

の

し
て
い
る
。
直

接
な
自
己

・
人
生

の
哀
歓
な
ら

ぬ
、
古

え
に
栄

え
た
都

の
荒
廃

を
悲
し
む
思
い
に
、

か
く
ま

で
の
根

強
く
深

い

か
い

り

ひ
た
ぶ
る
の
嘆
き

を
寄

せ
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、

身
心
の
乖
離
に
至
ら
ぬ
古

ひ
つ
き
よ
う

代
人

の
心
情
な

れ
ば

こ
そ

で
あ

る
。
後

代
の
詩
歌

は
畢
竟

古
代
の
心
の
喪

失
を

実
証
す

る
歴
史

の
記
録

で
し
か
な

い
よ
う

で
あ

る
。

*

う
み

遣
言
し
て
永
遠
の
眠
り

の
場
所
を
湖
畔
義
仲
寺

に
定

め
た
ほ
ど
近
江

の
湖

を

愛

し
た
伸里
焦
は
、

ゆ
く

行

春
を
近
江
の
人
と
お
し
み
け

る

さ
る
み
の

ン
デ

ニ
シ
ム
ヲ

の
吟

を
の
こ
し
た
。

『
猿
簑
』

で
は

「
望
湖
水
惜

春
」
と
詞
書
き
が
あ
る
。
人

一

レ

.ゼ

麿

の
歌

の
後

で
見

る
と
、
調

べ
も
平
板

で
索
然

た
る
う
ら
み
も

な
い
で
は
な

い

渉

、
そ
れ

で
も
巧
ま
ず

に
ゆ

っ
た
り
と

し
た
よ
み
ざ

ま
の
中

に
、
暮
春

の
大
湖

の
景
観
と
、
そ
れ

に
触
発
さ
れ

る
惜
春

の
情
と

が
よ
く
出

て
い
る
。
高
弟

の
去

も
う
ろ
う

た
よ
り
あ

来
が
、

「
湖
水
朦
朧
と
し

て
春
を
お
し
む

に
便
有

る
べ
し
、
」
と
釈
し

、芭
蕉
自
身

が

「
古
人

も
此

国
に
春

を
愛
す

る
事
、

お
さ
お
さ
都

に
お
と
ら
ざ

る
物
を
」
と

言

い
添

え
て
い
る
が
、

こ
の
句
の
味

わ

い
は
こ
れ

に
尽
き

よ
う
。
古
人
を
念
頭

に
お
き
、
伝
統

の
上

に
立

つ
こ
と
を
念

じ
た
の
は
芭

蕉
の
生

涯
を
貫
く
姿
勢
だ

が
、

こ
の
句

で
は
古
人

を
思
う
情

が
直

接
な
の
で
あ
る
。
湖

水
は
は
る
か
な
も

し
ゆ
つ
こ
つ

の
を
思
わ

せ
る
し
、惜
春

は
過
ぎ

た
も
の
や
、過
ぎ

ゆ
く
倏
忽
の
人
生

を
哀
惜

す

せ
き
ぼ

る
心
緒
を
内
包
す

る
。
人
麿

が
夕
暮

の
湖
畔

に
荒
都

を
悲

し
ん
だ
心
に
も

か
よ

う
も

の
が
あ

る
。
そ
れ

か
ら
近
江

の
国
人

に
対
す

る
挨
拶

の
意
も

あ

っ
た
ろ
う
。

芭
蕉
の
芸
術

に
は
万
葉
と

の
直
接

の
関
係

は
指
摘
さ
れ
な

い
。
叙
情

の
質
も

ま
る

で
違
う
。
万
葉

で
は
感
動
を
直
叙
す

る
の
を
、
芭
蕉

は

一
度
突
き
放

し
て

人
生

観
想
的
な
意
識
に
は
め

こ
ん

で
、

ま
た
は
観
想
的
認
識

か
ら
発
想

し
て
、

角

度
や
態
度
を
定

め
て
芸
術
化
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ

る
。
心
意

が
屈
折
し

て

い
る
の
で
あ

る
。

そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉

が
魂
の
奥
底
に
ど

こ
か
万
葉

人
と

か
よ
う
古
代

の
心
を
持

っ
て
い
た
の
は
、
詩
人
的
資
質

に
も

よ
ろ
う
し
、

風
雅

の
誠

を
求

め
た
不
撓
不
屈

の
芸
術
的
精

進
の
成

果
で
も
あ

ろ
う
。

「
荒

海

や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
鷺
渥

「び
い
と
鳴
く
爨

悲
し
夜
の
鹿
」

「旅
に
癒
で

め
ぐ

夢

は
枯
野
を
か
け
廻

る
」

の
よ
う
な
句

が
そ
れ
を
証

し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ

こ
そ
芭
蕉
を
人
麿
以
後
の
大
詩
人

に
さ
せ
た
理
由

の
第

一
だ
と
私

は
思
う
。

*

か
ら
さ
ぎ

お
ぼ
ろ

琵
琶
湖

一
周
の
旅

(
一
日
き

り
の
旅
だ
が
)

は
、

「
辛
崎
の
松
は
花
よ
り
朧

か
た
だ

に
て
」

の
唐
崎

を
見

る
こ
と
が
手
初

め
で
、
次

は
堅
田
だ

っ
た
。
唐
崎

や
堅
田

ら
く

は

、
私

た
ち
年
輩

の
古

い
記
憶

に
は
近
江

八
景
の

「
唐
崎
の
夜

雨
」
「
堅

田
の
落

が
ん

う
き
み
ど
う

じ
や
う

雁
」
と
し
て
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
堅
田

で
は
浮
御
堂
も
親

し
い
名

だ
。

「
鎖
あ

い
れ

け

て
月
さ
し
入
よ
浮
御
堂
」
と

い
う
芭
蕉

の
句
も
あ

る
。
今

日
で
は
落
雁

の
ほ

う
は
見
た
く
て
も
無
理
の
よ
う
だ
が
、

浮
御
堂
は
昭
和
再
建
と
聞
け
ば

い
さ
さ

か
わ
び
し
い
が
、

そ
れ
で
も
風
情

は
昔

な
が
ら
の
よ
う
だ
。
千
体
仏
と

い

っ
て

た
く
さ
ん
の
小

さ
い
仏
像
が
納

め
ら
れ
た
、

そ
う
大
き
く
な

い
堂
が
湖
水

の
中

り

う

ら

へ
張
り
出

し
て
建

っ
て
い
る
。

ま
わ
り

の
湖

面
は
、

ま
だ
末
枯

れ
の
目
立
た
ぬ

う
て
ぎ

青

い
芦
荻

が
、

ほ
ど
よ
い
聞
隔

を
お
き
な

が
ら

む
ら

が
り
埋
め
て
い
る
。

私

は
由
来
、
水
辺
芦
荻

の
風
情

を
愛

し
て
い
る
が
、

と
く

に
琵
琶
湖

の
芦
荻

の
景

は
昔
か
ら

心
ひ
か

れ
る
も

の
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
先
年
琵
琶
湖
大
橋

が
で

き

て
ま
も
な
く
、

橋

の
西
岸

の

一
角

で
そ
れ

を
見

て
胸

が
躍

っ
た

が
、
そ
れ

は

ち

ょ
ぽ

ち

ょ
ぼ
と
し
た
乏
し

い
も
の
で
心
足
ろ
う

ほ
ど
は
な
か

っ
た
。
と

こ
ろ
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が
こ

こ
は
そ
れ

こ
そ
豊
か
に
茂

り
あ

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
私

は
し
み
じ
み
と

眺

め
入

っ
た
。

ふ
と
芦
の
間
の
水
中

に
細
目

の
石

の
標

柱
が
立

っ
て
い
る
の
に
気
づ

い
た
。

よ
く
見

る
と
、

嚇
灘

サ

こ
の
辺

に
し
て
鳥
渡

る

虚
子
」
と
読

め
る
。

こ
の
あ

た
り

は
湖
水

の
幅

の
い
ち
ば

ん
狭

い
所

で
、
対
岸
も

は

っ
き
り
見

え
て
い
る
。

そ

の
窪

る
か
に
裂

つ
く

そ

渡

る
鳥

の
群

-

雁

で
は
あ
る
ま
い
、
蹴

で
も

あ
ろ
う
か
、
ー

を
見
る
の
は
ま
さ
し
く
湖
の

こ
の
辺
の
景
観

に
ち
が

い

な

く
、

よ

い
句

で
あ
る
。

な
お
も
芦
を
じ

っ
と
見
て

い
る
と
、

つ
が

い
ら
し

い
二
羽

の
黒

っ
ぽ

い
小
形

の
水
鳥
が
水
面

に
い
て
、
か
な
り

長

く

潜

っ
た

あ

と

で
ひ

ょ
っ
く
り
首

を
出

し
、
出

し
た
か
と
思
う
と
ま
た
す
ぐ
潜

る
動
作

を
繰
り
返

し
て
い
る
。
ま
こ
う

か
た
な
く
か

い
つ
ぶ
り

で
あ

る
。
私

が

「
あ
、
か

い

つ
ぶ
り

が
」
と
言
う

と
、

一
行

の
だ
れ
か
れ

が

「
ど
れ
ど
れ
」
と
寄

っ
て
き

た
。

に
お

か

い

つ
ぶ
り

は
鳰
と
も

い
う
。

こ
の
湖

は

と

く

に

こ

の
水

鳥

が
多

い
と
さ

れ
、
古
く
鳰

の
海

の
別
名
も
あ

る
。

か
く
れ
け
り
師
走

の
海
の
か

い
つ
ぶ
り

ふ
き
い
れ

に
ほ

う
み

四
方

よ
り
花
吹
入
て
鳰
の
湖

二
つ
な
が
ら
芭
蕉
の
琵
琶
湖
を
よ
ん
だ
作
品
だ

が
、
前
者

は
か
い

つ
ぶ
り

の

習
性
と
師
走

の
湖
水

の
情
趣
と
を

よ
く
と
ら

え
得

た
も

の
、
後
者

は
春

の
に
お

い
豊
か
な
湖
水

の
大
景

を
描

い
た
も

の
と
し
て
、

と
も

に
名
吟

で
あ

る
。

一
行

の
人

が
か

い

つ
ぶ
り

に
関

心
を
も

つ
の
は
、

そ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
知

っ
て
い
る
先
生

が
た
だ
か
ら

で
あ

る
。

か
い

つ
ぶ
り

の

つ
く

る
小

さ
な
波
紋

と
、
少

し
先

を
漕
ぎ
過
ぎ
る
漁
舟

の

つ

く

る
大
き

い
波
紋

と
が
ぶ

つ
か
り
ま
じ
り
あ

っ
て

一
つ
に
な
り
、
鈍

い
光
を
ひ

ろ
げ

な
が
ら
、

芦
む
ら
の
あ

い
だ
に
忍
ぶ
よ
う

に
隠
れ

て
ゆ
く
。
と
、
芦
が
か

す

か

に

か
す

か

に

ゆ

ら

ぐ

。

*

せ
ん
な

浮
御
堂
の
近
く

の
本
福
寺
と

い
う
寺

に
も
行

っ
た
。
蕉
門

の
古
老
千
那

が
往

職
を
し

て
い
た
寺

で
、
芭
蕉

は

「
行
春

を
」

の
句

を
作

る
少

し
前

の
元
禄

三
年

九
月

の
半
ば
す
ぎ

に
こ
こ
に
宿

っ
た
。
同
月

二
十
六

日
付

の
大
津
義
仲
寺

内
の

あ
ま

と
ま

さ
ん
ざ
ん
か
ぜ
ひ
き

て

草
庵
か
ら
出
し
た
芭
蕉
の
手
紙
に

「拙
者
散
々
風
引
候
而
、
蜑
の
苫
屋
に
旅
寝

を
惚
て
風
流
さ
ま
ぐ

の
事
共
に
御
座
候
」
と
あ
る
。
そ
の
芭
蕉
が
寝
込
ん
だ

か
も

し
れ
な

い
と
い
う
朽

ち
か
け
た
古

い

一
棟

を
、

杉
苔

に
埋
ま

っ
た
庭

に
ま

わ

っ
て
見
せ
て
も
ら

っ
た
。

た
だ
し
お
寺

は
「
蜑

の
苫

屋
」
(
漁
家
)
で
は
な

い
で
は
な

い
か
と

い
う
反
問
も

出

て
こ
よ
う
し
、

さ
ら

に
は
風
邪
を
引

い
た
と

い
う

こ
と
も

い

っ
た
い
真
実
な

の
か
と

い
う
疑
問
も
現

に
出
さ
れ

て
い
る
。

(だ

い
い
ち
芭
蕉

が
寝

た
建

物
が

そ

の
ま
ま
残

っ
て
い
る
と

い
う

の
も
怪

し
い
が
そ

れ
は
と
も

か
く

と
し
て
で
あ

る
。
)
芭
蕉
と

い
う
人

は
、
一
つ
の
作

晶
を
芸
術
的

に
完
成

し
、

そ
れ
を
押

し
出

す

た
め
な
ら
、
風
邪

を
引

か
な
く
と
も
引

い
た
と
言

い
、

お
寺
を
蜑
の
苫

屋

に

し
か
ね
な
い
人
で
あ
る
。

も
と
も
と
芸
術

と
は
、

魂

に
根
ざ
す
幻
を
真
実
化
す

フ
イ

ク

シ

ヨ

ン

る
わ
ざ
で
あ
り
、

虚
構

こ
そ
が
芸
術
の
本

性
で
あ

る
以
上
、

そ
う

い
う
芭
蕉

こ

そ
詩
人
と
し
て
り

っ
ぱ
だ
と
私

は
思
う

の
だ

が
。

さ

て
芭
蕉

の
手
紙

の
文
面

が
嘘
か

ほ
ん
と
か

は
と

に
か
く
、
芭
蕉

が
そ

れ
ほ

ど

に
大
事

に
心
に
か
け

た
作

品
と

は
何
な

の
か
。
そ

れ
は
そ
の
手
紙

の
末
尾

に

挙
げ

て
あ

る
次

の
句

で
あ

る
。

か
な

病
雁
の
夜
さ
む
に
落
て
旅
ね
哉

さ
る
み
の

こ
の
句

は

『
猿
簔
』

に
も
は

い

っ
て

い
る
が
、

同
じ

こ
ろ

に
堅
田
で
よ
ん
だ

ま

や

こ

え

び

あ海
士

の
家
は
小

海
老

に
ま
じ

る
い
と
ど
哉

と
ど
ち
ら
か
を

『
猿
簑
』

に
入

れ

る

と

い

う

こ
と

に
な

っ
た
と
き
、
去
来

は

一48一
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「
病
雁
」

の
句

を
採
り
、
凡
兆

は

「
海
士

の
家
」

の
句

を
主
張

し
て
、

つ
い
に

芭
蕉

に
乞
う

て
両
句
と
も
入
集

し
た
と

い
う

い
わ
く

が
あ

る
。

そ
の
時
当

の
芭

蕉
は
、

「
病
雁
」
を

「
小
海
老
」
な

ど
と
同
列

に
論

じ
た
の
か
、
と
笑

っ
た
と

い
う
。
自
ら

「
病
雁
」

の
句

を
格

の
高

い
も

の
と
認

め
て
い
た
の
で
あ

る
。

「
い
と
ど
」
は

エ
ビ

コ
オ

ロ
ギ
ま
た

は
オ
カ

マ

コ
オ
ロ
ギ
な
ど
と
も

い
い
、

家

の
中
の
薄

暗

い
齢

、

物
置
な
ど

に
す
む
纛

が
な
く

て
足

の
長

い
バ

・
タ

か

コ
オ

ロ
ギ
の
よ
う
な
虫

で
あ
る
。

「
海
士
の
家
」

の
句

は
秋

の
湖
畔

の
も

の

さ
び

し
い
漁
家

の
情

景
を
寸
分

の
隙

も
な
く

本

質

的

に

し

っ
か
り

つ
か
ん

で

い
て
、
湖
畔

の
作

と
し
て
の
秀
吟

で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
あ

る
。

そ

こ

へ
い
く
と

「
病
雁
」

の
句

は
、
芭
蕉
自
身

の
境
涯
、
感
懐

が
色
濃
く
表

わ
さ
れ

て
い
て
、
単
な

る
湖
畔
吟

で
は
な

い
。
芭
蕉

と
し
て
執
着

の
強
い
の
も

当
然

で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
こ
の
句

の
情
景
そ

の
も

の
が
恐
ら
く

は
虚
構

で
、
病

が
ん

ん
だ
雁
を
現
実

に
目

に
し
た

の
で
も
あ

る
ま

い
。

「
落
雁
」

は
堅
田

の
い
わ
ば

ト

レ
ー
ド

マ
ー
ク
だ
か
ら
、

「
雁
落

つ
(
落

つ
は
水
面

に
下
り

る
意
)
」

は
そ
れ

を
よ
み

こ
ん
だ
俳
諧

の
常
套
手
法

で
、
そ

こ
か
ら
発
想

し
て
い
る
。

し
か

し
病

め
る
雁
が
深
夜

の
寒
気
に
冐

さ
れ
て
落

ち
る
と
な

る
と
、

こ
の

「
落

つ
」

が
文

字

通
り
力
無

く
湖

面
に
落

ち
る
と

い
う

ニ

ュ
ア

ソ
ス
を
帯
び

て
く

る
。
そ
れ

は

俳
諧
独
特

の
転

換
が
見
事
に
果
さ
れ
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
と

同
時

に
芭
蕉

の
心
の
す

べ
て
が
表
現

し
尽
く
さ
れ
て
く

る
の

で
あ

る
。
す
な
わ

ち
そ

の
病

め
る
孤

雁
の
悲

し
み
は
、
旅

に
病
む

(
あ
る

い
ほ
病
ん
だ
と
仮
定
し

た
)
芭
蕉

の
孤
独
感

に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
し
て
そ
れ
が
芭
蕉
の
実

感
と
し
て
生

き

て
い
る
。

*

こ
こ
で
も
う

一
つ
蛇
足

を
加

え
る
が
、

「
病

雁
」

の
よ
み
方

に
は
古

来

い
ろ

い
ろ
な
説

が
あ

っ
て
、

「
ヤ
ム
カ
リ
」

「
ヤ

ム
滋

ソ
」

「
ビ

ョ
ウ
ガ

ソ
」
の
ど

れ
と
も
定
ま
ら

な
い
。

あ
の
鳥
は
普
通
語
で
は
ガ

ソ
だ
が
、

「
ヤ
ム
ガ

ン
」
は

ど
う
も

ひ
び
き

が
よ
く
な

い
。
高
弟

の
其
角

が
こ
の
句

を
引

い
て

「
病

ム
雁
」

と
わ
ざ
わ
ざ

し
る
し
た
文
章
も
あ

る
が
、
近

ご
ろ
は
、
鋭

く
心
に
澄

み
入
る
よ

う
な
音
感

を
こ
の
句

に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
し
て

「
ビ

ョ
ウ
ガ

ソ
」
説

が
優
勢

で
あ

る
。

し
か

し
私

に
は
、
円
熟
期

に
あ
る
こ
の
こ
ろ
の
芭
蕉

が
あ

え
て
特
殊

な

な
漢
語
を
生
ま

な
音
読

の
ま
ま
で
用

い
た
と

は
ど
う
し
て
も
思

え
な

い
。

さ
れ
ば
と

い

っ
て

「
ヤ
ム
カ
リ
」

は
音

感

の
点

で
は
、

発
音
す

る
場
合

の

「
ヤ

ム
」
と

「
カ
リ
」

の
間

が
離

れ
す
ぎ

て
、

ま
の
び

し
て
、

ど
う
も

ぐ
あ

い

が
悪

い
の
は
確
か

で
あ

る
。

「
淡
海

の
海
」
と

は
反
対

で
こ
こ
を
鋭
く
感
受

し

た
人
た
ち
が

「
ビ

。
ウ
ガ

ソ
」
説

へ
傾

い
て
い

っ
た
.の
だ
ろ
う
。
私
も

こ
の
よ

み
方

に

つ
い
て
は
気

に
な

っ
て

い
た
の

で
あ

る
が
、
湖
畔

に
来

て
い
て
気
づ

い

た
こ
と
が
あ
る
。

ア
ク

セ

ソ
ト
の
闇
題

で
あ

る
。
関
東
生
れ
の
私
は
関
西

に
来

か
り

　

る
と
ア
ク

セ

ソ
ト
の
違

い
を
敏
感

に
感
ず

る
が
、

関
西
人
な
ら

「
雁
」

は

「
カ

リ
」

で
な
く

て

「
カ
リ
」

と
し
り

上

が

り

だ

ろ

う
。

「
ヤ

ム
カ
リ
」

で
な
く

9「
ヤ
ム
カ
リ
」
。

そ
う
な
ら
ま

の
び

は
し
な

い
。

芭
蕉

は
元

来

渉

関

西
生

れ

で
、
し
か
も
関
西

に
い
て
の
吟

で
あ

る
。

お
の
ず

か
ら
関
西
語
の
ア
ク
セ

ン
ト

で
音
感

を
調

え
た
と

み
て
ま
ち
が
い
あ

る
ま
い
。

芭
蕉
ば
か
り

で
な
く
、
わ

が
国
古
典

の
中

に
は
関

西
ア
ク

セ

ソ
ト
で
読

ん
だ

こ
う
で
い

ほ
う
が
よ

い
と
思
わ
れ

る
も

の
が
た
く
さ

ん
あ

る
。

つ
ま
ら

ぬ
こ
と
に
拘

泥
す

る
よ
う
だ
が
、

詩

や
歌
な

ど
の
鑑
賞

に
は
声
調

や
音
感

を
な

い
が
し
ろ
に
す

べ

き

で
な

い
と

い
う
私

の
持
論

の
根
本

に
か
か
わ

る
こ
と

で
あ

る
。

*

芭

蕉
を
し
の
ん
で
の
近
江
の
旅
は
楽
し

い
も

の
だ

っ
た
。

,
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