
『お

く

の

ほ
そ
道

』
の
花

と
恋

と

松

隈

義

勇

べ

に

私

は
こ
の
夏
、
紅
粉

の
花
を
見
た
。
目
で
見
た
の
は
、
生
れ
て
初
め

て
だ

っ
た
。
文
芸
科

一
年

の
研
修
旅
行
の
さ
い
、
奈
良
の
春
日
の
森
に

あ
る
万
葉
植
物
園
に
行

っ
た
と
き
、
会
津
八

一
の

「
春
日
野
」

の
歌
の

碑
が
立

っ
て
い
る
近
く
に
あ
る

一
株
か
二
株
に
、
乏
し
い
花
が
付
い
て

い
た
。
も
の
の
本
で
読
ん
で
い
た
と
お
り
、
野
に
あ
る
ア
ザ
ミ
の
花
を

小
さ
く
し
た
よ
う
な
か
わ
い
い
頭
状
花
で
、
色
は
赤
み
が
か

っ
た
黄
色

で
あ

る
。
と
げ
の
あ
る
葉
も
茎
も
ア
ザ
ミ
に
似
て
い
る
が
、
草
丈
も
姿

も
そ

れ
よ
り
ス
マ
ー
ト
な
感
じ
で
あ
る
。
私
は
と
に
か
く
こ
の
花
を
目

に
し
た
こ
と
で
た
い
へ
ん
満
足
し
、た
。

そ

れ
か
ら
十
日
ほ
ど
し
て
こ
ん
ど
は
二
年

の
芭
蕉
研
究
ゼ
ミ
の
研
究

お
ば
な
ざ
わ

旅
行

で

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
跡
を
た
ど
り
、
尾
花
沢
市
に
行

つ
た
。

旅
の
芭
蕉
を
世
話
し
た
鈴
木
清
風
と
い
う
俳
諧
を
た
し
な
ん
だ
大
商
人

の
家

が
そ
の
ま
ま
連
綿
と
続
、い
て
い
る
、
そ
の
お
宅
に
連
れ
て
行

っ
て

べ
に
ば
な

も
ら

っ
た
と
き
、
庭
に
ま
た
み
ご
と
に
そ
の
紅
花
が
咲
い
て
い
る
の
に

会

う

こ
と
が
で
き
た
。
尾
花
沢
は
昔
は
紅
花
の
集
散
地
と
し
て
栄
え
た

町
で
、
清
風
は
島
田
屋
八
右
衛
門
を
名
の
り
、
紅
花
商
と
し
て
土
地
の

豪
商
だ

っ
た
。
江
戸
や
京
阪
に
も
幾
度
と
な
く
往
復
し
た
清
風
は
、
芭

蕉
を
こ
の
旅
に
さ
そ

っ
た

一
人
だ
ろ
う
と

い
わ
れ
る
。
清
風
に
対
す
る

挨
拶
を
こ
め
て
紅
花
を
よ
ん
だ
句
が
芭
蕉

に
も
あ
る
し
、
そ
う
い
う
因

縁
を
思

っ
て
現
在
も
鈴
木
家
と
し
て
わ
ざ

わ
ざ
紅
花
を
仕
立
て
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
鈴
木
家
で
紅
花
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
、
ま

た
感
慨
も
新
た
だ

っ
た
。

そ
の
庭
内

の
紅
花
は

像
と
ん
ど

一
畑
分
ほ
ど
も

作

っ
て
あ

っ
た
か

ら
、
鮮
か
な
赤
と
黄

の
ま
じ
り
あ

っ
た
無
数
の
小
型
の
花
が
、
緑
色
の

生
き
生
ぎ
し
た
葉
や
茎
の
先
に
群
り
咲
い
て
い
る
あ
り
さ
ま
は
、
渋
く

て
、
け
ん
ら
ん
と
も
い
い
た
、い
ほ
ど
で
、
艶
麗
と
清
楚
と
い
う
二
つ
の

違

っ
た
要
素
を
い
み
じ
く
も
秘
め
つ
つ
、
可
憐
な
美
し
さ
は
ま
た
言
お

う
よ
う
も
な
か

っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
原
産
と

い
う
だ
け
に
、
感
じ
は
総
体

に
エ
キ
ゾ
チ

ッ
ク
で
思

っ
た
よ
り
近
代
的
で
も
あ
る
。

く
れ

あ
い

ベ

ニ
バ

ナ

は

、

ク

レ
ナ

イ

(
呉

の
藍

)

と

も

呼

ば

れ

、
古

く

か

ら

染
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料
や
顔
料
の
原
料
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
た
キ
ク
科

の
草
本
植
物
で
あ

す
え
つ
む
は
な

る
。

『古
今
集
』
や

『源
氏
物
語
』
な
ど
に
出
て
い
る
末

摘

花
と
い

う
の
も
ま
た
こ
の
花

の
異
名
で
あ
る
。
末

(先
端
)

の
方

の
花
か
ら
順

順
に
咲
き
、
咲
く
に
つ
れ
て
摘
み
取
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
名

が
あ

る
。

『
源
氏
』
で
先

の
赤

い
大
鼻

の
女
を
末
摘
花
と
あ
だ
名
し
て

い
る

の
は
、
赤
鼻
と
赤
花
と
を
か
け
た
し
ゃ
れ
で
あ
る
。

え
ん
じ

ぺ

に

ベ

ニ
バ
ナ
か
ら
、

臙
脂
と
も

言
わ
れ
る
紅
粉
を
製

す
る
方
法
は
、

『和
漢
三
才
図
会
』
そ
の
他
で
み
る
と
、
花
弁
を
朝
露
の
あ
る
う
ち
に

お
け

摘
み
取
り
、
水
を
盛

っ
た
桶
に
入
れ
足
で
踏
ん
だ
後
、
布
袋
に
入
れ
て

黄
色

い
汁
を
し
ぼ
り
捨

て
、
そ
れ
を
こ
ね
、
練

っ
て
三
セ
ン
チ
ぐ
ら
い

ま
る
も
ち

ず

つ
の
円
餅

の
形
に
し
て
、
日
光
で
乾
か
す
。
こ
れ
が
紅
花
餅
ま
た
は

花
餅

と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
形
の
ま
ま
売
買
し
輸
送
し
た
。
紅
粉

に
す

る
に
は
、
花
餅
を
機
械
に
か
け
て
そ
の
液
汁
を
し
ぼ
り
取
り
、
そ

す

の
液
汁
に
梅
の
実
の
酸
を
加
え
る
と
、
濃

い
紅
色
を
呈
す
る
。
紅
粉
は

こ
の
液

か
ら
精
製
す
る
。
特
に
大
和
名
張
川
の
渓
谷
、
月
ケ
瀬
の
梅
の

酸
液
が
よ
い
と
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
京
都
産
の
紅
粉
が
珍
重
さ
れ
た
。

月
ケ
瀬
は
芭
蕉

に
も
郷
里
に
近
い
な
じ
み
の
深
い
土
地
で
、
紅
花
や
花

餅
を
見
て
感
慨
も
深
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
み

.紅
粉

で
布
を

染
め
る
と
、
紅
絹
な
ど
の
よ
う
な
真
紅
の
色
に
染
ま

る
。
ま
た
顔
料
と
し
て
は
ロ
紅
や
頬
紅
な
ど
に
す
る
。
い
わ
ゆ
る
京
紅

は
上
等
品
で
、
今
で
も
店
で
売
ら
れ
、
祇
園
の
舞
妓
が
ロ
紅
に
用
い
て

い
る
。
濃
く
つ
け
る
と
、
,黒
み
、
光
線
の
ぐ
あ
い
で
玉
虫
色
の
光
を
帯

び
て
神
秘
的
で
あ
る
。
京
紅
は
小
皿
な
ど
に
塗
り

つ
げ

て
あ

っ
て
、
小

指

の
先

で
溶

、い
て
唇

に

つ
け

る

。
今

日

の
棒

型

の

ル
ー

ジ

ュ
を

ぐ

い

ぐ

い
引

き

回

す

の

と
違

っ
て

、
ず

っ
と

な

ま

め

い

た

美

し

い

し

ぐ

さ

が
見

ら

れ

る
。

紅

粉

は

ま

た

、
頬

紅

に

も
用

い

、

白

粉

に

も

ま

ぜ

る

。

昔

の
女

性

に

と

っ
て

、

日
常

に

な

く

て

な

ら

な

い
も

の

の

一
つ
が

こ

の
紅

粉

で

あ

っ
た

の
で

あ

る

。
女

性

美

の
演

出

者

で
あ

っ
た

ば

か

り

で

な

く

、
女

性

の

哀
歓

と

と

も

に

あ

っ
た

と

も

い
え

よ
う

。

芭
蕉
は
、
ち
ょ
う
ど
私
た
ち
の
こ
ろ
と
同
じ
季
節
に
紅
花
の
産
地
に

来
て
、
こ
の
花
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
。

ま
ゆ
は

お
も
か
げ

べ

に

眉

掃

き

を

俤

に

し

て

紅

粉

の

花

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
あ
る
芭
蕉

の
句

で
あ
る
。

『
曽
良
書
留
』
に

は

「
立
石
の
道
ニ
テ
」
と
前
書
し
て
あ
り
、
真
蹟
泳
草
に
は

「
も
が
み

に
て
、
云

々
」
と
あ
る
。
立
石
は
立
石
寺

(山
寺
)
で
あ
る
。
尾
花
沢

の
市
中
で
は
紅
花
を
見
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
尾
花
沢
の
清
風
に
対
す
る
挨
拶
の
心
を
こ
め
て
よ
ん

だ
も
の
で
あ
ろ
う
ゆ

は
け

句
中
の

「眉
掃
き
」
と
は
眉
刷
毛

の
こ
と
で
、
女
性
が
白
粉
を
付
け

た
後
で
、
眉
に
付
、い
た
粉
を
は
ら
う
の
に
使
う
小
さ
い
刷
毛
で
あ
る
。

く
だ

う
さ
ぎ

竹
の
管
に
兎
の
白
い
毛
を
う
え
つ
け
た
も

の
で
、
ま
ず
白
色
の
毛
先

の

ほ
ほ
け
た
筆
と
思
え
ば
よ
い
。

「俤
に
し
て
」
と
は
、
面
影
に
な

っ
て

ぼ
う
と
見
え
て
く
る
よ
う
に
し
て
、
の
意

。
つ
ま
り
紅
花

の
咲
い
て
い

る
姿
は
、
眉
刷
毛
を
思
わ
せ
る
、
眉
刷
毛
の
お
も
か
げ
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
紅
花
の
花
冠
は
眉
刷
毛
に
似
て
い
る
。
紅
花
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か
ら

紅

粉

(
臙

脂

)

を

、

紅

粉

か
ら

、

紅

花

と

よ
く

似

た

形

の
化

粧

道

具

を

思

い

つ
い

た
、

と

い
う

連

想

の
道

筋

は

明

白

す

ぎ

る
く

ら

い

で
あ

り

、

そ

の
俳

諧

(
滑

稽

)

的

な

興

じ

方

も

ま

こ

と
、に

よ
く

わ

か

る
。

だ

が
、

そ

れ
だ

け

の

こ

と
な

ら

、

説

明

的

・
常

識

的

で
あ

り

、

談

林

的

な

遊

び

の
笑

い

で
、

た

い

し

た
曲

も

な

い
句

で
あ

る
。

し

か

し
、

紅

花
の
鸞

と
し
て
響

く
・
し
か
も
靉

な
花
容
か
ら
・
直
観
的
に
女

性
の

姿
を
表
象
し
、
紅
粉

(臙
脂
)

の
表
象
を

介
す
る

こ
と
に
よ

っ

て
、
女
性
の
化
粧
に
使
う
眉
刷
毛

へ
と
想
を
結
ん
で
い

っ
た
、
と
し
た

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
女
が
化
粧
し
て
い
る
姿
、
柔
ら
か
い
毛

の

眉
刷
毛
、
そ
れ
を
動
か
す
白
い
細
い
指
、
ー

脂
粉

の
香
さ
、兄
に
お
う

よ

う

で

な

ま

め

か

し

い

。
眉

刷

毛

の
白

と
紅

粉

の
紅

色

と

の
対

照

、
映

発

も

な

ま

め

か

し

さ

を

た

す

け

て

い
る

。

そ

れ

に

「
お

も

か
げ

」
と

い
う

こ

と
ば

そ

の
も

の

の
本

来

の
意

味

が

、

恋

い

こ
が

れ

て
想

う

人

の
顔

が

幻

と

な

っ
て
浮

か
、ん

で
く

る

の
を

い
う

の
で

あ

っ
て

恋
愛

的

な
気

分

を

ま

と

っ
て

い
る

。

そ

れ

で
化

粧

す

る

女

が

、

な

ん

と

な

く
物

語

な

ど

の
中

の
想

わ

れ

人

ら

し

く

感

じ

ら

れ

て
く

'
る
。

紅

花

が
古

く

和

歌

や

王

朝
物

語

の
中

に
登

場

し

て

い
た

と

い
う

伝

統

を

頭

に

お
け

ば

、

こ

の
思

い
は

ま

し

て
深

ま

ら

ざ

る

を

、兄
な

、い
。

う

つ
ば

国
文
学
者
で
も
あ

っ
た
歌
人
窪
田
空
穂
が
、
八
十
六
歳
と
い
う
老
齢

に
及
ん
で
執
筆
し
た
名
著

『
芭
蕉
の
俳
句
』
(昭
和
三
十
九
年
刊
)
の
中

-で
、

こ
の
句
に
つ
い
て
、

芭
蕉

と
い
う
人
に
深
く
潜
在
し
て
い
る
面
を
瞥
見
さ
せ
ら
れ
た
よ

う
な
句
で
あ
る
。
句
の
形
か
ら
見
て
も
、
眉
は
き
、
紅
粉
な
ど
に
愛

情

を

感

じ

、

関

心

を

持

っ
て

い

る

よ

う

な

し

み

じ

み

し

た

と

こ

ろ

が

あ

り

、
う

わ
ず

っ
た
も

の

で

は

な

い
。

俳

諧

の
恋

の
座

の
心

持

と
言

え

ば

言

え

る

、
捨

て

が

た

い
句

で

あ

る

。

と
述

べ
て

い

る

が

、
老

歌

入

の
味

わ

い

と

り
方

の
若

々
し

さ

と
深

さ

は

感

嘆

の
ほ

か

は

な
く

、

こ
れ

に

ま

さ

る

鑑
賞

は
管

見

に

入

ら

な

い

。

ぎ
さ
か
た

私
た
ち
の
旅
は
、
芭
蕉
と
反
対
に
、
尾
花
沢
に
来
る
前
に
象
潟
に
行

っ
て
き
た
の
だ

っ
た
。
象
潟
は
松
島
と
並
ぶ
奥
州
最
大
の
歌
枕
で
あ

っ

た
の
で
、
芭
蕉
も
特

に
志
し
た
所
だ

っ
た
。
行

っ
て
み
た
象
潟
の
町
は

寂
し
げ

で
、

地
面
が
砂

っ
ぼ
く
、

空
気

に
湿
気
が
あ
る

感
じ
で
あ

っ

た
。
芭
蕉
の
訪
れ
た
時
分
に
は
、
底
浅
の
海
湾
が
広
が
り
、
松
の
は
、兄

た
島
々
が
点
在
し
て
、
松
島
と
似
た
景
勝
地
だ

っ
た
が
、
江
戸
時
代
末

の
大
地
震
で
土
地
全
体
が
隆
起
し
、
入
江

が
干
上
が

っ
た
。
丘
と
化
し

た
島
々
を
残
し
、
入
江
.の
跡
は

一
面
の
田
圃
に
な

っ
て
、い
る
。
も
の
わ

び
し
.い
が
、

た
だ
鳥
海
山
が
、

お
そ
ら
く

昔
と
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ

う
、
雄
大
で
美
し
い
姿
を
東
南
方
に
見
せ
て
い
る
の
だ
け
が
救
い
で
あ

っ
た
。

か
ん
ま
ん

象
潟
の
中
心
は
、
芭
蕉
も
眺
望
を
楽
し
ん
だ
蜥

満

寺
で
、

そ
の
方

く
す
の
き

丈

前

の

、

入

江

の
跡

を

見

は

る

か

す

タ
ブ

(
楠

の

一
種

)

の
大

樹

の

根

も

と

に

、

せ

い

し

象

潟

の

雨

や

西

施

が

ね

む

の

花

の
句
碑
が
立

っ
て
い
る
。

ね

む

寺
の
門
前
に
も
折
り
か
ら
合
歓
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
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も

こ
の
地
方
の
あ
ち
こ
ち
の
山
野
や
村
里
に
こ
の
花
は
咲
い
て
い
た
。

マ
メ
科
に
属
す
る
喬
木
で
、
葉
は

一
つ
の
軸
の
両
側
に
細
か
い
複
葉
が

び

っ
し
り
付
き
、
鳥
の
羽
の

一
枚
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
複
葉
が
、

夜
に
な
る
と
両
側
か
ら
閉
じ
る
の
で
、
眠
る
木
と
い
う
の
で
あ
る
。
花

お
し
べ

は
頭
状
花
で
、
花
弁
が
現
れ
ず
、
淡
紅
色

の
細
い
雄
蘂
が
群
が
り
立
ち

ぼ
た
ん
ば
け

牡
丹
刷
毛
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。
離
れ
て
見
る
と
、
そ
の
花
は
煙

っ
て

い
る
よ
う
で
、
繊
細
な
美
し
さ
が
あ
る
。
中
国
大
陸
の
南
部
あ
た
り
を

思
わ

せ
る
感
じ
の
花
で
あ
る
。
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
に

特
に
多
い
植
物
で
あ
る
。

紅

花
と
い
い
こ
の
合
歓
の
花
と
い
い
、
相
似
た
美
し
い
花
が
折
り
か

ら
こ
の
地
方
を
飾

っ
て
い
た
と
い
う
偶
然
は
、
旅
人
芭
蕉
に
浅
か
ら
ぬ

感
銘
を
呼
び
起
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
想
像
さ
れ
る
。

合

歓
の
花
の
句
は

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
の
中
に
は
、

象

潟

や

雨

に

西

施

が

ね

ぶ

の

花

と
い
う
形
で
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

句
碑

の
形
は
推
敲
前
の
も
の
で
、

「
ね
む
」
は
西
施
が
眠
る
の
と
言

い
か
け
た
の
で
あ
る
。
象
潟
の
雨
景
を
、
雨
中
の
合
歓
の
花
に
代
表
さ

た
と

せ
、

こ
れ
を
中
国
の
薄
命
の
佳
人
西
施
の
悲
し
い
姿
に
譬
え
た
の
で
あ

る
。
和
歌
の
伝
統
に
染
め
ら
れ
た
歌
枕
の
聖
地
象
潟
に
、
意
想
外
な
中

国
漢
詩
文
の
世
界
を

持
ち
出
し
た
の
が
、

い
っ
て
み
れ
ば

一
つ
の
滑

稽
、
す
な
わ
ち
俳
諧
な
の
で
あ
る
。

こ
え
つ

ひ
の
き

西
施
は
春
秋
時
代
に
有
名
な
呉
越
の
爭
い
の

檜

舞
台

に
登
場
す
る

こ
う
せ
ん

女
性
で
、
越
王

勾

践

が
呉
に

一
敗
し
た
の
ち
、
そ
の
国
中
第

一
の
美

ふ

さ

女
と
し
て
選
ば
れ
、
呉
王
夫
差
に
献
じ
ら

れ
た
。
夫
差
が
そ
の
容
色
に

お
ぼ
れ
て
国
を
傾
け
る
の
を
ね
ら

っ
た
政
略
の
い
け
に
え
に
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
余
り
に
美
し
過
ぎ
た
女
が
負

っ
た
悲
劇
で
あ
る
。

そ

と
う

ば

芭
蕉
が
西
施
を
思
い
起
し
た
の
は
、
蘇
東
坡
の
西
湖
を
う
た

っ
た
詩

レ
ソ
エ

ン
ト
シ
テ

レ
テ

ヘ
ニ

シ

モ
ウ
ト

シ
テ

モ

ナ
リ

シ

に

「
水
光
瀲

灘

晴

偏

好
。
山
色
空
朦

雨

亦

奇
。
若

ト
ツ
テ

ヲ

セ
バ

ニ

ツ
ナ
ガ

ラ

シ

把

ご

西

湖

一
比

二

西

子

一
。

淡

粧

濃

沫

両

相

宜

。
」

と
あ

る

の

に
従

っ

た

の

で
あ

る
。

西

子

は

西

施

の

こ

と

で
あ

る
。

こ

の
詩

を

頭

に

お

い

て

み

る

と

、

西

施

を

こ

こ

に
持

ち

出

し

た
芭

蕉

の
手

柄

は
あ

ま

り

た

い

し

た

こ
と

で
な

い
。

し
か
も
、
も
と
の
句
は

「
象
潟
の
雨
」

と
い
う
実
象
と
、

「西
施
が

ね
む
の
花
」
と
い
う
仮
象

(ね
む
の
花
は
実
象
で
も
あ
る
が
、
譬
喩
的

仮
象
の
趣
も
あ
る
)
と
が

「
や
」
の
は
た
ら
き
で
対
置
さ
れ
、
単
純
な

メ
タ
フ

ァ

(暗
喩
)
を
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が

「象
潟
や

雨
に
西
施
が
」
と
直
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
面
目
は

一
新
さ
れ
た
。

「
雨
に
西
施
が
」
と
な
る
と
、

「
雨
」
が
は

っ
き
り
と

「
西
施
」
と

「
ね
ぶ
の
花
」
と
の
両
方
に
か
か
る
よ
う
に
な
る
。
雨
の
中
で

(雨
中

に
濡
れ
て
い
る
か
、
屋
内
に
い
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
)
悲
し
げ
に
目

よ
う
ち
よ
う

を
閉
じ
て
い
る

窈

窕

た
る
美
女
の
姿
が
浮
か
び
、
そ
れ
が
そ

っ
く
り

雨
に
濡
れ
て
し
お
た
れ
、
う
な
だ
れ
た
は
か
な
げ
な
合
歓
の
花
の
イ
メ

ー
ジ
と

一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
全
体
を
総
括
し
て

「象

潟
や
」
と
な
り
、
そ
の
象
潟
は
中
七
に
あ
る

「
雨
」
に
影
響
さ
れ
て
、

雨
に
け
ぶ
る
景
に
お
い
て
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
象
潟
の
雨
景
は
、
恨
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む
が
ご
と
く
、
魂
を
悩
ま
す
が
ご
と
く
、
寂
し
さ
に
悲
し
み
を
加
え
た

と
、
女
性
に
な
ず
ら
え
な
が
ら
芭
蕉
自
ら
文
章
中
に
書
い
た
と
お
り
で

あ
る
。

そ

れ
か
ら
、
「
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
」
と
な

っ
て
、
「
ね
ぶ
の
花
」

が
完
全
な
実
象
性
に
お
い
て
、
象
潟
の
雨
景
の
象
徴
と
し
て
生
き
る
。

入
江

の
ほ
と
り
に
雨
に
打
た
れ
て
い
る
さ
び
し
、い
合
歓
の
木
と
そ
の
花

が
ま
ざ
ま
ざ
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

せ
ん
け
ん

そ

れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
私
は
こ
の
句
に
描
か
れ
た

嬋

妍

た
る

美
女

の
お
も
か
げ
を
追
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
重
い
宿
命
を
身
に
負

ふ
ぜ
い

う
て
、
消
え
入
ら
ん
ば
か
り
に
、
な
よ
な
よ
と
風
に
も
え
耐
え
ぬ
風
情

を
そ
な
え

つ
つ
、
そ
れ
ゆ
え
に
男
の
心
を
と
ろ
か
し
て
や
ま
ぬ
あ
や
し

い
美

し
さ
を
秘
め
た
幽
艶
な
美
女
の
お
も
か
げ
で
あ
る
。
あ
わ
れ
、
こ

れ
、
永
遠
の
薄
命
佳
人
そ
の
も
の
の
す
が
た
で
で
も
あ
ろ
う
か
。

『
お
く
の
像
そ
道
』
の
跡
を
踏
む
旅
の
中
か
ら
、
花
と
女
性
の
美
し

さ
に
触
れ
て
歩
い
て
き
た
。
そ
れ
に
も
う

一
つ
付
け
加
え
た
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
出
羽
三
山
に
関
係
す
る
。
私
た
ち
は
羽
黒
山
に
し
か
登

ら
な

か

っ
た
が
、
し
か
し
今
も
こ
う
書
い
て
い
る
と
、
私
の
脳
裡
に
は

羽
黒

の
昼
な
お
暗
い
杉
木
立
の
中
に
ひ

っ
そ
り
と
そ
そ
り
立

っ
て
い
た

雄
偉
な
五
重
塔
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
堂
々
と
大
き
く
て
、
飾
り
気

な
く
素
朴
で
、
千
古
の
巨
杉
と
み
ご
と
に
調
和
し
た
塔
に
私
は
い
た
く

感
動

し
た
。
し
か
し
女
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
き
、
な
ぜ
こ
の
塔

が
思

い
浮
か
ぶ
の
か
不
思
議
で
あ
る
。
あ
の
塔
に
何
か
女
性
的
な
も
の

が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

塔
は
参
道
の
登
り
口
に
近
か

っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
老
杉
に
蔽
わ
れ

た
千
数
百
段

の
石
段
を
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
登

っ
た
。
途
中
か
ら
右
手

へ
は
'

み
な
み
だ
に

い

っ
た

南

谷

の
跡
、
ー

芭
蕉
が
宿

っ
た
別
院
の
あ

っ
た
跡
は

一
面

の
苔
む
し
た
廃
園
に
な

っ
て
、い
る
が
、
物
音
が
み
な
吸
わ
れ
て
い
く
よ

う
な
そ
こ
の
静
け
さ
は
心
に
し
み
た
。

石
段

の
苦
手

の
私
は
全
く
疲
れ
果
て
た
。
芭
蕉
は
南
谷
の
別
院
に
泊

が
つ
さ

ん

ゆ
ど
の
さ
ん

め
て
も
ら
い
、

月

山

に
も
湯
殿
山
に
も
登
拝
し
た
。
当
時
の
例
で
断

食
、
潔
斎
な
ど
行
者
と
同
じ
作
法
の
も
と

の
巡
拝
だ

っ
た
か
ら
、
余
り

丈
夫
で
な
い
芭
蕉
は
す
つ
か
り
疲
れ
た
。
随
行
し
た
曽
良

の
旅
日
記
に

も

「甚
労
ル
」
と
あ
る
。
羽
黒
の
石
段
だ
け
で
甚
だ
疲
れ
た
私
も
霧
の

う
す
く
こ
め
だ
羽
黒
神
社
の
境
内
で
は
や
や
元
気
を
取
り
直
し
た
。

境
内
に
出
羽
三
山
の
芭
蕉
の
句
が
碑
に
な

っ
て
い
た
。
碑
面
の
字
づ

ら
と
は
違
う
が

『
ほ
そ
道
』

の
ま
ま
に
書
く
と
、

涼

し

さ

や

ほ

の

三

か

月

の

羽

黒

山

く
つ
れ

雲

の

峰

幾

つ

崩

て

月

の

山

た
も
と

語

ら

れ

ぬ

湯

殿

に

ぬ

ら

す

袂

か

な

こ
の
最
後

の
湯
殿
山
の
句
に
つ
い
て
、い
さ
さ
か
感
想
を
述
べ
よ
う
と

思
う
が
、
そ
の
前
に
触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

『
お
く
の
ほ
そ

道
』

の
本
文
に
、
月
山
か
ら
湯
殿
山

へ
下
る
途
中

の
嘱
目
と
し
て
、
桜

の
花

の
こ
と
が
し
る
し
て
あ
る
。
芭
蕉
が
本
文
中
に
花
そ
の
も
の
へ
の

ま
れ

実

象

を

一
主

題

と

し

て

し

る

し

た
稀

な
例

の

一
つ

で
あ

る

。
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岩
に
腰
掛
け
て
し
ば
し
休
ら
ふ
ほ
ど
、
三
尺
ば
か
り
な
る
桜

の
つ

ぼ

み
半
ば
開
け
る
あ
り
。
降
り
積
む
雪
の
下
に
埋
も
れ
て
、
春
を
忘

れ
ぬ
遅
桜

の
花
の
心
わ
り
な
し
。
炎
天

の
梅
花

こ
こ
に
か
を
る
が
ご

と
し
。
行
尊
僧
正
の
歌

の
あ
は
れ
も
こ
こ
に
思
ひ
出

で
て
、
な
ほ
ま

さ
り
て
お
ぼ
ゆ
。

こ
の
桜
は
、
今
日
の
研
究

で
は
幽咼
山
植
物

の
エ
ゾ
タ
カ
ネ
ザ
ク
ラ
と
い

う
も

の
だ
そ
う
だ
が
、
残
雪
の
中
に
開
く
い
じ
ら
し
い
桜
花
を
発
見
し

て
、
芭
蕉

の
感
動
も
ひ
と
し
お
で
あ

っ
た
ろ
う
。
場
所
が
ら
禅
宗
詩
の

心
な
ど
も
織
り
込
ん
で
い
る
が
、
根
本
は

「
も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思

へ
山
桜
花
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
し
」

(行
尊
、
金
葉
集
)
の
歌
を

ふ
ま
え
た
、
和
歌
的
伝
統
の

「
あ
は
れ
」
の
思
い
で
あ
つ
た
ろ
う
。

つ

ま
り
紅
粉
の
花
や
合
歓
の
花
と
同
質
の
心
動
ぎ
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
雪
中
の
桜
花
の
く
だ
り
は
、
、い
わ
ば
連
句
に
お
け
る
花
の
座
に

当
た
る
構
成
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
か
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
構
成
を
俳
諧
連
句
の
歌
仙
も
し
ぐ
は
五
十
韻

の
構
成
に
擬
し
た
も
の
と
し
て

一
つ
一
つ
指
摘
す
る
論
者
も
あ
る
。
そ

れ
は
い
さ
さ
か
索
強
に
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
少
な
く
も
紀
行
作

品
に
も
連
句
に
準
じ
た
変
化
を

つ
け
よ
う
と
芭
蕉
が
意
図
し
た
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
肯
定
で
き
る
。
そ
う
と
す
る
と
、
こ
の
へ
ん
に
花
の
座

を
お
く
こ
と
も
首
爵
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
湯
殿
山
で
の
句
、

語

ら

れ

ぬ

湯

殿

に

ぬ

ら

す

袂

か

な

で
あ

る
が

、

普

通

は

次

の

よ
う

に
解

せ
ら

れ

て

い

る
。

た
だ

こ

の
解

に

従

う

限

り

、

縁

語

の
技

巧

が
目

に

つ
く

だ

け

で
、

湯

殿

と

い
う

俗

語

の

語

感

が

低

調

に

ひ
び

く

し
、

い

か

に
も

つ
ま
ら

ぬ
句

だ

と

、

一
般

に
も
.

言

わ

れ

る
し

、

私

も
ず

っ
と
そ

う

思

っ
て
ぎ

た
。

そ

の
解

は

こ
う

で
あ

る
。

三
山

の
う

ち

で
も

湯

殿

山

は
奥

の
院

で

も
・

あ

り

、

と
り

わ

け

て
秘

密

の
霊

場

と

さ

れ

、
山

中

の
詳

細

は
行

者

の

お

・き

て

と

し

て
他

言

す

る

こ

と
を

禁

じ
ら

れ

て

い

た

。
芭

蕉

が

「
よ

つ
て

筆
・を

と

ど

め

て

し

る

さ
ず

」

と
書

い

て

い

る

と

お

り

で

あ

る

。

だ

か

ら

「
語

ら

れ

ぬ
」

は
他

言

を
許

さ

れ

な

い

の
意

で

あ

る

。

「
ぬ

ら

す
袂

」

と

は
山

の
尊

厳

さ

に
打

た

れ

て
感

涙

に

む

せ

ん

だ

と
解

せ

ら

れ

る

。
敬

虔

の
念

を

よ

ん

だ

の

で

あ

る

。
も

ち

ろ

ん

「
ぬ
ら

す

」
は

湯

殿

(
浴
室

)

の
縁

語

で
あ

る
。

と

こ

ろ

が

、

こ

の
句

の
意
味

は

そ

れ

だ

け

で

な

、い
よ

う

で
あ

る

。

い

っ
た

い

、

こ

の
山

の
御

神

体

は
赤

っ
ぽ

い

巨

岩

と

、

そ

の
上
方

か

ら

湧

く
熱

い
温

泉

だ

と

い

う

こ

と

で

、
行

者

に

は
素

足

で
岩

に

登

り

、

こ

の

霊

湯

を
身

に
受

け

る
行

法

が

あ

る

そ

う

だ

か

ら

、

し

て

み

る

と

「
ぬ

ら

す
袂

」

は
実

象

と
も

考

え

ら

れ

、
縁

語

の
技

巧

を
介

し

て
、

こ
う

い

う

意

味

を

重

畳

さ

せ

た

と

こ
ろ

に

、

こ

の
句

の
面
白

み

が

あ

る

と

、い
う

べ

き

だ

ろ

う

。

し

か

し

ま

だ

そ

れ

だ

け

で
も

な

い
。

湯

殿

山

は
、

月

山

が

「
月

の

山

」

と
も

い

わ

れ

る

の

に
対

し

、

「
恋

の
山

」

と

い

わ

れ

て

、
歌

枕

で

も

あ

っ
た
。

宗

旨

は
天

台

宗

に

属

す

る

が

、
芭

蕉

参
拝

か

ら

隔

る

こ
と

て
ん
ゆ
う

遠
か
ら
ぬ

天

宥

法
印
支
配
の
時
代
ま
で
は
真
言
宗
だ

っ
た
。
男
女

の
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愛
が
昇
華
さ
れ
て
信
仰
と
合
す
る
と
い
う
考
え
方
を
持

つ
真
言
密
教
的

な
雰
囲
気
が
豊
か
だ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら

「恋

の

む
つ
ち
ど
り

山
」

の
呼
称
も
出
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

『陸
奥
鵆
』
に

「霊
地

の

奇
瑞
、
人

々
踊
躍
の
歓
喜
を
な
し
、

一
度
詣
で
て
は
年

〃
思
を
か
く
る

が
故

に
恋
の
山
と
は
申
也
」
と
説
い
て
あ
る
が
、
信
仰
上
の
法
悦
を
恋

の
喜
び
に
な
ず
ら
え
て
の
称
呼
で
あ
ろ
う
。

ぬ

そ

こ

で
、

芭

蕉

の

発
句

だ

が

、

「
ぬ

ら

す
」

は

い
わ

ゆ

る

濡

れ
事

(
情

事

・
恋

愛

行

為

)

、

濡

れ
場

(
恋

愛

の
場

面

)

な

ど

の

「
濡

れ
」

に
通

じ

る
。

そ

こ

で
、

秘

密

の
情

事

に
濡

れ

る
、

と

い
う

意

味

が
ほ

の

め
く

こ
と

ば

で
あ

る
。

と

同

時

に
、

袂

を

ぬ
ら

す

に

は
涙

に
く

れ

る
意

が

あ

る

か
ら

、

人

に
漏

ら

せ

ぬ
恋

の
思

い

に
涙

す

る
、

と

い
う

意

味

に

も

あ

わ

せ

て
思

い

よ
そ

え

ら

れ

る
。

も

っ
と

言

え

ば

、
,
湯

殿

(
浴

室

)

と

い
う

語

が

日
常

語

的

に
は

た

ら

け

ば

、

湯

殿

に
隠

れ

て

の
濡

れ

事

(
「
濡

れ
」

が
そ

の
も

の
ず

ば

り

と

生

か
さ

れ

る

。

)

と

い
う

連

想

も

お

の
ず

か
ら

生

ま
れ

て

こ

よ
う

。

と

に

か
く

官

能

的

で

エ

ロ
チ

ッ
ク

な

も

の
と

も

ず

い
ぶ

ん

結

び

つ
き

そ

う

な

契

機

さ

え

含

ま

れ

る
。

噛

御

山

の
神

厳

に

ひ
れ

ふ

す

よ
う

な

、

謹

厳

な

、

表

面

的

な

句

意

と

似

て

も

似

つ
か

ぬ

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

が

、

む

し

ろ

こ

の
山

の
神

秘

的

信

仰

の
真

髄

は

、
男

女

の
愛

や
官

能

の
肯
定

と

い

う

よ

う

な

点

に

あ

る

と

す

れ

ば

、

す

こ
し

も

不

逞

で

も

不

遜

で

も

な

い

と

私

は

思

う

。

恋

の
山

で

の
句

ら

し

く
恋

の
心

を

含

め

て

い

る

と

い

う

見
解

は

、

泪

お
い

あ
け
む
ら
さ
き

注

で

は
例

え
ば

『
笈

の
底

』
『
朱

紫

』
な

ど

に

見

ら

れ

、

近

代

で
も

内

藤
鳴
雪
の

『
俳
句
評
釈
』
な
ど
に
は
こ
の
面
に
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

よ
り
新
し
い
も
の
に
な
る
と
こ
の
見
解
を
排
除
す
る
立
場
に
立
つ
の
が

多
い
。
た
だ
麻
生
磯
次
氏
が

『
奥
の
細
道
講
読
』
で

「
な
ま
め
い
た
含

み
が
あ
る
」

と
述

べ
、

ま
た
近
く

尾
形
仂
氏
が

『
お
く
の
像
そ
道
注

解
』
の
中
で

(昭
和
四
十
二
年
)
、
こ
の
句
の
も

つ

「俳
諧
的
余
意
」

と
し
て
、
こ
の
見
解
を
取
り
上
げ
た
の
な

ど
が
目
に
つ
く
。

私
は
、
歌
枕
に
対
す
る
芭
蕉
の
か
わ
ら

ぬ
態
度
と
し
て
、
湯
殿
山
が

「
恋
の
山
」

で
あ
る
こ
と
を
第

一
に
意
識

に
置
い
て
句
作
り
を
し
た
に

相
違
な
い
と
い
う
見
解
を
と
る
。
曽
良

の
日
記
の

一
部
を
な
す

「名
所

備
忘
録
し
に
も

「
恋
山
」

の
名
が

「
象
潟
」
と
並
ん
で
書
き
留
め
ら
れ

て
い
る
く
ら
い
で
、
芭
蕉

の
脳
裡
に
あ

っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

恋
と
い
う
こ
と
ば
に
も
魅
力
を
感
じ
て
そ
れ
を
最
大
限
に
生
か
し
て
句

作
り
し
よ
う
と
、
彼
ら
し
く
寸
々
に
腸
を
し
ぼ

っ
た
と
推
定
し
て
も
、

恐
ら
く
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
意
味

を
裏

へ
畳
み
込
み

畳
み
込
ん

で
い
く
手
法
を

駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
て
い
ど
成
功
に
達
し
た
句
だ
と
す
る
自
信
を
も
い
だ
き
え
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
俳
諧

(滑
稽
)
と
い
う
も
の

の
真
髄
は
こ
の
よ
う
な
手
法

の
中
に
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
句
の
季
に
つ
い
て
も

、い
ろ
い
ろ

論
議
は
あ
る
が
、

「
湯
殿
詣

ぎ
よ
う

で
」
な
り

「湯
殿
行
」
な
り
を
も

っ
て
夏

の
季
語
と
す
る
の
は
す
で
に

貞
門
以
来

の

こ
と
だ
と

い
う
こ
と
で
解
決
さ
れ
る

(
尾
形
仂
氏
前
掲

書
)
。
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つ
や

こ
の
句
を
恋
の
余
意
あ
る
句
と
解
す
る
と
、
芭
蕉
ら
し
く
な
く
、
艶

っ
ぽ
す
ぎ
る
の
で
な
い
か
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
芭

蕉

の
連
句
作
品
を

一
見
す
れ
ば
、
こ
の
疑
い
は
氷
解
し
ょ
う
。

筆
と
ら
ぬ
物
ゆ

へ
恋
の
世
に
あ
は
ず

等
躬

宮
に
め
さ
れ
し
う
き
名
は
つ
か
し

曽
良

か
ひ
な

手
枕
に
ほ
そ
き

肱

を
さ
し
入
て

芭
蕉

こ
れ
は

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
中
に
巻
か
れ
た
須
賀
川
の
三
吟
歌

仙
の

一
節
で
あ
る
。

上
置
き
の
干
葉
き
ざ
む
も
う
は
の
空

野
坡

馬
に
出
ぬ
日
は
内
で
恋
す
る

芭
蕉

こ
れ
は
後
の

『炭
俵
』
に
あ
る
。
こ
う
し
た
艶
な
句
は
連
句
に
は
ざ

ら
で
あ
る
。

こ
ん
ど
私
た
ち
の
研
究
旅
行
で
た
ど

っ
た
芭
蕉
の
足
跡
は
、
松
島

・

平
泉

と
い
う

『
ほ
そ
道
』
全
巻
中
で
の
大
ピ
ー
ク
を
受
け
た
後
、,立
石

寺

・
最
上
川

・
出
羽
三
山
と
い
う
重
畳
た
る
ピ
ー
ク
を
連
ね
て
、
さ
ら

に
次

の
象
潟
と
い
う
大
ピ
ー
ク
に
達
す
る
ま
で
の
、
、い
わ
ば
圧
巻
と
い

う
べ
き
部
分
に
あ
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
大
自
然
や
人
生
無
常
に

対
す
る
深
い
感
動
に
は
さ
ま
れ
て
、
な
ぜ
恋
や
女
性

の
美
し
さ
に
触
れ

た
句
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
、い
る
の
だ
ろ
う
か
Q

そ

の
答
え
は
、

前
に
も
ち
ょ
っ
と
言

っ
た
と
お
り
、

一
言
で
い
え

ば
、
構
成

・
記
述
の
変
化
の
妙
を
ね
ら

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

連
句
に
い
う
花
の
座
は
、
冒
頭
出
発
の
条
の
仮
象
と
し
て
の
桜
花
か

マつ

ら
始
ま
り
、
白
河
の
関
の
卯
の
花
な
ど
か
ら
、
例
の
紅
粉
の
花

・
合
歓

の
花
な
ど
の
中
に
潜
流
し
な
が
ら
、
月
山

の
残
雪
中
の
遅
桜
を
も

っ
て

哀
れ
を
極
め
、
座
に
定
ま
る
。

恋
の
座
は
、
紅
粉
の
花

・
合
歓
の
花
の
女
性
の
お
も
か
げ
に
影
を
引

き
な
が
ら
、
恋
の
山
の
句
で

一
度
定
ま
る
。
さ
ら
に
や
が
て
越
後
路
で

の
七
夕
の
星
恋
で
ほ
の
め
き
、
例
の
市
振

の
遊
女
の
話
で
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
を
迎
え
る
。
こ
こ
で
は
仮
象
な
が
ら
萩
の
花
が
と
り
出
さ
れ
、
恋

と
花
と
が
み
ご
と
に
結
ば
れ
、
造
型
さ
れ
る
。

ひ
と
つ
や

は
ぎ

一
家

に

遊

女

も

ね

た

り

萩

と

月

ま
た
さ
ら
に
い
え
ば
、
福
井
で
隠
士
等
栽
を
尋
ぬ
る
く
だ
り
に
夕
顔

の
花
を
点
じ
て
、

『源
氏
物
語
』
な
ど
の
趣
を
描
き
添
え
た
の
も
、
あ

る
い
は
恋
と
花
の
名
残
か
も
し
れ
な
、い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
芭
蕉
は
寂
び
に
枯
れ
ず
、
思
い
の
ほ
か
に
情
感
が

若

々
し
く
、
花
や
女
性

の
美
し
さ
を
も
十

二
分
に
感
受
で
き
た
し
、
そ

に
お

れ
を
匂
う
よ
う
に
表
現
す
る
す
べ
も
心
得
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
読

者
と
と
も
に
再
確
認
で
き
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
う
。

芭
蕉

の
芸
術

の
美
し
さ
は
、
紅
粉

の
花

、
合
歓
の
花
と
と
も
に
、
私

の
心
の
中
で
生
涯
花
開
き

つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
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