
風

雅

無

限

松

隈

義
嘱勇

i

芭
蕉
終
焉
の

「枯
野
」

の
句
ー

梅

雨

の
今
に
も
降
り
出

し
そ
う
な
空

の
下

に
大
阪

の
町

は
黒
ず

ん
で
い
た
。

新
大

阪
駅
と

梅
田
駅
と

を
結

ん
で
大
都
市

の
中
心
部
を

一
直
線

に
南

に
走
る

ほ
ん
ま
ち

地
下
鉄
御
堂
筋
線
を
本
町
で
降
り
て
御
堂
筋
の
幹
線
道
路
上
に
出
る
。
西
側
歩

道
を
心
斎
橋
方
面
へ
向
っ
て
も
の
の
三
、
四
分
も
歩
く
と
、
東
本
願
寺
の
難
波

み
な
み
み
ど
う

別
院
が
あ

る
。

こ
れ
が
昔
か
ら
南
御
堂

ま
た
は
裏
御
堂
と

し
て
知
ら
れ
た
寺
院

で
あ

る
が
、
入

口
の
構
え

は

コ
ソ
ク
リ
ー
ト
造

り
で
、
隣

の
伊
藤
忠
商
事

の
社

屋

の
広
壮

な
ビ

ル
と
並

ん
で
、

さ
し
て
場
違

い
の
感
も
な

い
。

反
対
側

の
歩
道

に
渡

る
。
南
御
堂
と
相
対
す

る
辺

り
に
和
歌
山
相
互
銀
行
支

店

が
あ
る
。
そ
の
前

の
所

で
、
車

道
を
く
ぎ

る
分
離
帯
緑

地

(グ

リ
ー

ソ
ペ

ル

ト
)
に
切
れ
目
が
設

け
て
あ
る
。
そ
の
端

に
近

い
緑

地
内

に
、

一
メ
ー
ト

ル
半

ぐ
ら

い
の
角
石

の
標
柱
が
ぽ

つ
ね
ん
と
立

っ
て

い
る
。
気
を
付

け
な
い
と
見
過

し
て
し
ま

い
そ
う

で
あ

る
が
、

「
此
附
近
芭
蕉
翁
終
焉

ノ
地
ト
伝

フ
」
と
南

面

に
刻

ん
だ
文
字

は
歩
道
上
か
ら
も
読

め
る
。
歩
道
と
緑
地
帯

の
間
さ
え
車

の
疾

駆

は
間
断
な

い
の
で
、
緑
地
帯

ま
で
辿

り

つ
く

の
は
大
変

で
あ

っ
た
が
、
手
を

挙
げ

る
と

そ
れ

で
も
車

は
速
力
を
ゆ

る
め
て
く
れ

た
の
で
埀
う
じ

て
石
標

の
前

に
立

つ
こ
と
が

で
き
た
。
昭
和
九
年

三
月

に
大
阪
府
が
建

て
た
と

い
う
説
明
が

右
側
面
に
刻
ん
で
あ
る
。

こ
の
町
筋

は
会
社

や
商
店
が
軒
を
連

ね
た
経
済
機
触

一
点
張

り
の
、
か
な
り

殺
風
景
な
雰
囲
気

で
、
町
名

こ
そ
南

久
太
郎
町
と

古
い
名
が
残

っ
て
い
る
が
、

芭
蕉
終
焉

の
地
と

い
え
る
よ
う
な
お
も
か
げ
は
尋
ね
よ
う
す

べ
も
な
い
。
し
か

し
、

こ
の
町
な
か

の
排
気
ガ

ス
と
塵
埃

の
中
に
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
寂

然
と
立

け
い

つ
石
標
は
、
そ

の
孤
螢

の
姿
を
も

っ
て
、
気
付

く
者
に
独
特

の
強

い
存
在
感

を

印
象
さ
せ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

信
号

の
あ
る
所
か
ら
引

返
し
て
、
南

御
堂

の
境

内
に
は
い

っ
た
。
前

庭
を
広

く
と
り
正
面
に
本
堂
が
あ
る
。
そ
の
向

っ
て
右
側
の
西
北
隅

に
緑
樹
な
ど
植
え

て
風
情
を

し
つ
ら
え
た
奥

に
ひ

っ
そ
り
と
句
碑
が
立

つ
。

旅

に
病

て
ゆ

め
は
枯
野
を
か
け
ま

は
る

裏
面

を
見

る
と
、
当

地
の
宗
匠

た
ち
が

か

つ
て
南
御
堂
内

に
建

て
た
も

の
と

わ
か
る
。
昭
和

十
年

に
現
在
終
焉

地
の
石
標

の
あ
る
傍

ら
に
移

さ
れ
、

ま
た
昭

和

三
十
七
年

の
道
路
改
修

の
際

に
御
堂
境
内

に
戻

さ
れ

た
の
で
あ
る
。

碑
面

の
句

の
座

五
は

「
ま

ハ
る
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
路
通

の

「
芭
蕉
翁
行
状
記
」

の
伝
え
る
句
形

に
拠

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
支
考

や
其
角

は

「
め
ぐ

る
」
と

し
て
伝
え

て
い
る

し
、
音
調
上
か
ら
も
そ

の
方
に
従
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点
ノ

う

べ
き

で
あ

る
。

芭
蕉

は
元
禄
七
年

の
旅

の
途
次
大
阪

に
来

て
、
陰
暦
九
月

二
十
九
日

に
嬲
簿

さ
る

の
症
状
を
発

し
て

つ
い
に
起

た
ず
、
十
月

十
二
日
の
申

の
刻

に
永
眠

し
た
。

こ

こ
南
御
堂
前

の
花
屋
仁
右
衛
門
方

の
後
園

に
あ

る
貸
座
敷

の

一
室

で
あ

っ
た
と

伝
え

る
。
花
屋

に
つ
い
て
は
志

田
義
秀
博
士

の
『
問
題

の
点
を
主
と
し
た
る
芭
蕉

伝
記

の
研
究
』

に
精
確
な
考
証
が
あ

る
。
そ
れ

に
よ
る
と
花
屋
と
は
南
御

堂
の

ウ
つ

か

し
た
ぐ
さ

立
花

の
下
草

(
材
料
)
を
請
負
う
商

い
に
由
来
す
る
屋
号
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

支
考

は
そ

の
名

に
触
れ
ず
、

「
御
堂

の
前

し
つ
か
な
る
方
」
と
記
し
て
い
る
。

そ

の
静
か
だ

っ
た
跡
が

こ
の
付
近
と
は
、
ー

そ

の
余
り

の
思
い
が
け
な
さ

は
い
か
い

に
、
私
は
し
ば
ら
く
徘
徊
し
て
あ
れ
を
思

い
こ
れ
を
考
え
た
。
そ
の
う
ち
に
だ

ん
だ
ん
と

こ
れ

で
よ
い

の
だ
と

い
う
気
が
し
て
き
た
。
無
常

の
観

に
住

し
、

一

所
不
住

の
漂
泊
者
と
し
て
生
き
る

こ
と
を
自

ら
に
課
し
た
俳
諧
師

の
帰
泉

の
跡

ざ
つ
と
う

こ
く
げ
き

と

し
て
、

こ
の
雑
沓

、
轂

撃
の
道

路
上

ほ
ど

に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

は
考

え
ら
れ

な
い
よ
う
に
思

わ
れ

て
き
た
。

か
の
石
標

は
ま
さ
に
象
徴
的

で
あ

る
。

こ
の
時

の
旅

は
初

め
九
州

ま
で
も
足
を

延
ば

し
た
い
と

い
う
念
願
も
あ

っ
た

ら

し
い
が

、
身
体

の
調
子
が

必
ず

し
も
良
く

は
な

く
、
衰
老
を
覚
え

て
、
郷
里

伊
賀
と
京

や
湖
南

の
間

で
ぐ
ず
ぐ
ず

し
て
い
る
う
ち
、
大
阪

へ
出
向
く
必
要
が

起

っ
て
き

た
。
湖
南

の
蕉
門

の
あ
と

お
し
に
よ

っ
て
大
阪

へ
進
出

し
た
気
鋭

の

し
や
ど
う

ち
ん
せ
き

し

ど
う

洒
堂

(
珍
碩
)
と
、

こ
の
地
蕉
門

の
中
心
人
物
だ

っ
た
之
道
と

の
問

に
生
じ
た

気
ま
ず

い
し
こ
り
を
調
停
す
る
た

め
で
あ
る
。
健
康
が
十
分

で
な

い
折
か
ら
、

大
阪

の
旅
寝
が
気

の
重

い
も

の
で
あ

っ
た

こ
と

は
想
像

に
難
く
な

い
。
そ
れ
で

も
俳
席
を
勤
め
、
九
月

二
十
六
日

に
は

「
此
道
や
行
人
な

し
に
秋

の
暮
」

「
此

秋

は
何

で
年
よ

る
雲

に
鳥
」

の
よ
う
な
、
衰
老
、
孤
独
寂
寥

の
思

い
の
あ
ら
わ

き
の
こ

な
吟
を
詠
じ
た
。
翌

二
十
七
日

の
園
女
亭

の
俳

席

の
折
に
好
物

の
茸

を
食
べ
過

ぎ
た

の
が
発
病

の
直
接

の
因
と

い
う

の
は
俗
伝

で
、
既

に
早
く
、
芭
蕉

の
生
命

は
害
わ
れ

つ
つ
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

二
十
九
日
か
ら
之
道
亭

で
寝
込
む
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

芭
蕉

の
臨
終

の
模
様

を
直

接
伝

え
る
文
献
と

し
て
は
、
支
考

の

『
追
善
之

目

お
い

記
』
と

『
笈

日
記
』
、
其
角

の

『
枯

尾
花
』

そ
れ

に
路
通

の

『
芭

蕉

翁

行

状

記
』
な
ど
、
直
門

の
筆

に
成

る
諸
書
が
あ

る
。
と

り
わ
け
支
考
と
其
角

は
臨
終

の
枕
頭

に
侍

っ
た
の
で
信
頼

で
き

る
。

「
枯
野

」
の
句

の
成

っ
た
の
は
八
日
夜

の
こ
と
だ
が
、
そ

の
前
後

の
事
情

に

つ
い
て
、
支
考

の

『
笈

日
記
』

は
こ
う
伝
え

る
。

此
夜
深
更

に
お
よ
び

て
、
介
抱

に
侍

り
け

る
呑
舟
を

め
さ
れ

て
、
硯

の
音

の
か
ら
く

と
聞
え
け
れ
ぽ
、

い
か
な
る
消
息

に
や
と
お
も

ふ
に
、

病
中
吟

旅

に
病

て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

翁

そ

の
後
支
考
を

め
し

て
へ
な
を
か
け
廻
る
夢
心
と

い
ふ
句
づ
く
り
あ
り
、

さ
ふ
ら
は
ん

い
つ
れ
を
か
と
申
さ
れ

し
に
、
そ

の
五
文
字
は

い
か

に
承
り
候
半
と

申
は

い
と
む
つ
か

し
き
事

に
侍
ら

ん
と
思

ひ
て
、
此
句
な

に
玉
か
お
と
り
候
半

と

答

へ
け
る
也
。

い
か
な
る
不
思
議

の
五
文
字
か
侍
ら
ん
、
今

は
ほ
い
な

し
。

み
つ
か
ら
申
さ
れ
け
る

は
、
は
た
生
死

の
転
変
を
前
に

を

き

な

が

ら
、

ほ
つ
句
す
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
ら
ね
ど
、
よ

の
つ
ね
此
道

を

心

に

籠

て
、
年

も
や

Σ
半
百
に
過
れ
ば
、
い
ね
て
は
朝
雲
暮
烟

の
間
を
か
け
り
、

さ

め
て
は
山
水
野
鳥

の
声
に
お
ど
ろ
く
。
是

を
仏
の
妄

執
と

い
ま
し
め
給

へ
る
、
た
父
ち
は
今

の
身
の
上
に
お
ぼ
え
侍
る
也
。
此
後

は
た
父
生
前

の

俳

諧
を
わ
す

れ
む
と

の
み
お
も
ふ
は
と

、
か

へ
す
み
丶

く
や
み
申

さ
れ
し

也
。

さ
ば
か
り
の
叟
の
辞

世
は
な
ど
な
か
り
け
る
と
思

ふ
人
も
世

に
は
あ
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る

べ

し
。

『
追
善
之

日
記

』
で
は

「
は
た
生
死

の
…
…
わ
ざ

に
も
あ
ら
ね
ど
」

の

一
節

ひ
と
か
た

が

「
是
を

さ

へ
妄

執
の

一
方
と

お
も
ふ
に
」
と

な
り
、

「
此
後

は
…
…
お
も

ふ

は
と
」

の
部

分
が
省

か
れ
る
な
ど

し
て
い
る
。

一
方

、
其
角

の

『
枯

尾
花
』
中

の

「
芭
蕉
翁
終

焉
記
」
が
伝

え
る
と

こ
ろ
は
少

し
違

っ
て
い
る
。

壁

を

へ
だ

て
エ
、
命
運

を
祈

る
声

の
耳

に
入
け

る
に
や
、
心
弱
き
ゆ

め
の

さ
め
た
る
は
と

て
、

旅

に
病

て
夢

は
枯

野
を
か
け

廻
る

ま
た
、
枯

野
を
廻
る
ゆ
め
心
と

も
せ
ぼ
や
と
申

さ
れ

し
が
、
是

さ
え
妄
執

な
が
ら
、

風
雅

の
上
に
死
ん
身

の
道

を
切

に
思

ふ
也
、
と
悔

ま
れ

し
。

其
角

の
文
章

に
よ
る
と
、
俳
諧

は
妄
執
と

知
り

つ
つ
も
道

を
切

に
思

う
ゆ

え

に
そ
の
妄

執
が
捨

て
が
た

い
と

い
う
言
い
方
で
あ
り
、
支
考
の
で
は
、
妄
執
と

な
る
俳
諧
を
忘
れ
た

い
と

い
う
言

い
方
と
解
さ
れ
る
。

ニ
ュ
ア

ソ

ス

は

違

う

が
、

つ
ま
り
は
生
死

の
大
事

を
前

に
し
て
風
雅

の
執
着

の
断
ち
が

た
い
悩

み
を

述

べ
た
わ
け

で
、

こ
う

い
う
意
味

の

こ
と

を
芭
蕉

が
言

っ
た

こ
と

は
確

か
で
あ

ろ
う
。
風
雅

の
妄
執
を
去

っ
て
心
静
か
に
死
を
迎
え
た
い
と

い
う
願
い
と

、
ど

う

し
て
も
そ

の
妄
執

の
断
ち
が
た

い
思

い
と

の
デ

ィ
レ
ソ
マ
が
あ

っ
た
も
の
と

通
常
は
解

せ
ら
れ

て
い
る
。
志
田
義
秀
博
士
は

こ
の
よ
う
な
デ

ィ
レ
ソ
マ
に
懸

っ
た
懺
悔

の
心
を
表
白
し
た
も

の
だ
と
解

釈
し
て
い
る
。

加
藤
楸
邨

氏
は

「
人

生
と

芸
術
と

の
相
剋
に
な
や
む
姿

で
あ
り
な
が
ら
、
そ

こ
に

こ
そ
、
こ
の
矛
盾

の
故
に

こ
そ
、
最

も
迫
力
あ
る
心
の
歴
史
を
表

現
し
た
と

も
い

へ
る

の

で

あ

る
。
真

の
芸
術
は
む
し
ろ
か
か
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と

評
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は

「
枯

野
」
の
句
じ
た
い
に
人
生
と
芸
術
と

の
相
剋

・
デ

ィ
レ
ソ
マ

に
悩
む
芭
蕉

の
心
が
詠

出
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
し
ば

ら
く
そ

の
こ
と

を
考

え
て
み
た
い
。

や
ん

め
ぐ

旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

『
笈

日
記
』
や

『
枯

尾
花
』
が
伝

え
る
、
芭
蕉

の
こ
の
句

を
発
表

し
た
際

に

漏
し
た
か

の
懴
悔
め
い
た
言
葉

を
踏

ま
え
て
、
こ
の
句

を

有

難

が

る
人

は
跡

を
絶
た
な

い
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
荻

原
井
泉

水
氏
は

「
全

人
的

の
気
魂

そ
の

も

の
x
叫
び

で
あ
る
」
と
し

て

「
絶
唱
」
と
讃

嘆
し
た
。
加
藤
楸
邨
氏

は
先
ほ

せ
い
そ
う

ど

の
文
章

に
続
け
て

「
こ
の
悲
寥
を
極

め
、
凄
愴

の
相

を
帯

び
た
句
の
前

に
、

風
雅

の
凄
烈
な
た
二
か
ひ
を
感

じ
て
、
私
は
頭

を
垂
れ
る
の
み
で
あ

る
」
と
称

讃
し
、
井
本
農

一
博
士
は

「
こ
の
不
世

出
の
詩
人

の
最
後
を
飾

る
に
ふ
さ
わ
し

い
名
句
で
あ
り
、
も
う
こ

こ
ま
で
来

る
と
名
句
と

い
う

言
葉
が

し
ら
じ
ら

し
く

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
句
で
あ
る
。
」
と

い
い
、

「
お
よ
び
が

た
い
こ
と

の
歎
息

を
持

つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
結

ん
で
い
る
。

風
雅

の
至
境
と
見

る
か
、
芸

術

へ
の
執
着

の
凄
愴
さ
を
見
る
か
の
違

い
は
あ

る
が

、
芭
蕉

の
全
人
格

の
ほ
と

ば
し
り

の
結
晶
し
た
よ
う
な
絶
妙
の
句
と

見
る
点

で
は

一
致

し
て
い
る
。

こ
う
大
家
に

口
を
揃

え
て
讃
嘆
さ
れ
て
し
ま
う
と

、
言
葉

を
は
さ
む
余

地
も

な
く
引
退
ら
ざ
る
を
え
な

い
気
持

に
な
る
が
、
私
は
従
来
か
ら
ど
う
も
こ
の
句

の
、
そ

の
至
極

の
す
ば
ら
し
さ
と

い
う
も
の
が

わ
か
ら
な
い
で
い
た
。
芭
蕉

さ

い
わ

ん

の
最
後

の
吟
だ
と
か
、
芭
蕉

が
ど
う
言

っ
た
と

か
い
う
曰
く
を
か
な
ぐ

り
捨

て
、
七
宝
荘
厳

の
道
具
立

て
を
剥
ぎ
取

っ
て
、
素
裸
か

に
し
た

こ
の
句
だ
け
を

目
前

に
置

い
て
冷
静

に
味
わ

っ
た
場
合
、
そ
れ

ほ
ど
不
可
説
底

の
深
秘
玄
妙
な

絶
唱
だ
と

は
ど
う
し

て
も
思
え
な

い
の
で
あ
る
。

自
分

の
鑑
賞

眼
の
悪

い
せ
い
か
と
思

っ
て
い
た
と

こ
ろ
が
、
最
近
出
た

『
芭
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蕉
奥

の
細
道
』

(
日
本

の
旅
人
6
)

で
、
著
者

の
安
東
次

男
氏
が
、
こ
の
句

を

ず
ば
り
と
不
出
来
な
句
だ
と

き
め

つ
け
て
い
る
の
に
出
会

っ
た
。

「
切
字

の
働

き

の
な
い
、
散
文
の
切

れ
は
し
の
よ
う
な
句
」
と
も
、

「
誇

り
高
き
俳
諧
師
が

最
後

に
誇

り
を
捨

て
た
の
で
は
な

い
か
、
と
思

わ
せ
か
ね
な

い
異
体

の
句
」
と

も

言

っ
て
あ

る
。
思

わ
ぬ
味
方
を
得

た
よ
う

に
う
れ

し
く
な

っ
た

の
で
、

い
さ

さ
か
尻
馬

に
の

っ
て
あ
げ

つ
ら

っ
て
み
た

い
。

こ
の
句

の
欠
点
を
言
わ

せ
て
も
ら
う
な
ら
か
な

り
あ
る
。
ま
ず
切
字

の
働
き

が
な

い
と

い
う
そ

の
根
本
的
な
欠
陥

か
ら

し
て
、
発
句

の
美
学

の
基
本
と

も
い

う

べ
き

二
句

一
章

の
デ

ィ
ア

レ
ク

テ
ィ
.ー
ク
が
欠
け
て
い
る
。

一
本
調
子
で
、

行
き

て
帰
る
と

い
う
発
句
独
特
の
味
わ

い
も
乏
し
い
。
そ
れ
に
切
字

な
し
だ
と

い
う

の
に
座

五
が
現
在
形
の
動

詞
止
で
あ
る
。

こ
の
点

か
ら
、
発
句
と

し
て
破

調
で
あ
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
異
体

で
あ

る
と

い
わ
ざ

る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。

短
詩
と

い

っ
た
ほ
う
が
適
当
な

よ
う
な
感
じ

さ
え
す

る
。

以
上

は
お
も

に
形

の
上

の
こ
と
だ
が
、
次

に
意
味

の
ほ
う
か
ら
考
え

て
み
て

も
欠
点
が
あ

る
。
素
材

の
面
か
ら

い
う
と
、
風
狂
漂
泊

の
俳
諧
師
芭
蕉

の
ト

レ

ー
ド

マ
ー
ク
と
も

い
え

る
道
具
立

て
を
格
好

よ
く
並

べ
あ
げ
た
だ
け
と

い
う
憾

み
が
あ

る
。
そ
う
だ
と
す

る
と

「
旅

に
病

で
」
な
ど
実
に
抽
象
的
概
念
的
で
、

説
明

に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
ぼ
か
り
か
、

「
枯
野
」
が
道
具
立
て
と

し
て

こ
れ
に

つ即
ぎ
過
ぎ

る
。
だ
か
ら
内
面
的
な
美
が
生
れ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の

「
枯
野
」

だ
が
、

こ
れ
が
象
徴
的
意
味
を
持

っ
て
用

い
ら
れ

て
い
る

こ
と
は
す

ぐ
わ
か
る

こ
と
だ
が
、

こ
の
程
度
の
象
徴
な
ら
中
学
生
で
も
で
き
る

こ
と

で
、
こ
れ

を
玄

妙
な
手
法

の
よ
う
に
言
う
の
は
、
例
の
俳

聖
観

に
眩
惑

さ
れ

て
い
る
も

の
と
思

わ
れ
る
が
ど
う
だ

ろ
う

か
る
。

と

こ
ろ
で
、
文
体
と

い
う
か
調
子
と

い
う

か
、
そ

う
い
う
面

か
ら

み
る
と
、

生

ま
生

ま
し
く
、

そ
し
て
あ

ら
あ
ら
し
い
力
を
漲
ら

せ
て
い
て
、
孤
寥
と
か
閑

寂
と

か
い
い
た
い
内
容
面
と

は
そ
ぐ

わ
な

い
の
で
あ

る
。
全
く
奇
妙
と

い
う

ほ

か
は
な
い
。

ζ
う
見

て
く

る
と
安
東
氏

の
説

は
十
分

に
首
肯
さ
れ

る
。

重
篤

の
病

の
床

で
気
力

の
衰
え
と
推
敲
不
足

の
や
む
を
え
な

い
こ
と
も
あ

っ

こ
う

た
と

は
い
え
、
芭
蕉

ほ
ど

の
瞹
生

の
大
俳
諧
師
が
終
焉

の
吟
と
し

て
ど
う
し
て

こ
の
よ
う
な
不
出
来

の
作
品
を
残
し
た

の
か
。

こ
れ
は
永
久

の
謎

で
あ
る
。

そ

の
謎

に
い
ど

ん
で

一
応

の
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

第

一
に
芭
蕉

は
極

め
付

け
の
彼

の
ト

レ
ー
ド

マ
ー
ク
を
並
べ
た

一
世
界

を
構

築
し
て
み
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
風
雅

に
憑
か
れ
た
生
涯

の
記
念
碑

た
ら
し
め

よ
う
と

し
た
の
だ
と

い
う
こ
と

。
そ

の
意
味

か
ら
い
え
ぽ

ま
さ

し
く

こ
れ

は
辞

世

の
句

で
あ
る
。
芭
蕉
自
身

は
あ

え
て
辞
世
と

は
し
な

か

っ
た
が
、
そ
れ

は
い

か
に
も
彼
ら

し
い
逆
説
だ
と

い
え
そ
う

で
あ

る
。

次

に

「
枯
野
」

の
象
徴
的
内
容

に
つ
い
て
。
注
釈

・
評
論

の
類
を
見
渡
し
た

と

こ
ろ
ほ
ぼ
次

の
三

つ
に
収
約

で
き
る
。
そ

の

一
は
孤
独
寂
寥

の
境

地
、
そ

の

二
は
旅
す

る
土
地

の
幻
想
、
そ

の
三
は
風
雅

の
美
的
意
識
世
界
で
あ
る
。

「
枯

野
を
か
け
廻
る
」
と
連
ね

て
主
人
公

の
心
境

・
態
度
を
う
か
が
う
と

、
第

一
か

ら

は
漂
泊
者

の
孤
心
と

い
う

こ
と
、
第

二
か
ら
は
旅
人

の
不
退
転
の
心
魂
と

い

う
も

の
、
第

三
か
ら
は
風
狂
者
の
狂

心
と

い

っ
た
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
引

き
出

さ
れ
て
く
る
。
そ

の
ど
れ
に
重
点
を
置

く
か
に
よ

っ
て
、

こ
の
句

の
理
解

は
さ

は
て

ま
ざ

ま
に
な
る
わ
け
で
、
例
え
ぽ
旅

を
果
せ
な
か

っ
た
西
国

の
涯

を
望

ん
で
夢

あ
ま
が
け

魂

が
天
翔

っ
て
い
る
と

い
う
第

二
の
立

場
に
た

つ
解
釈
も
あ

る
し
、

わ
び

・
さ

び

の
美

的
寂
光
浄

土
を
夢

み
て
い
る
と

い
う
第

三
の
立
場

に
た

っ
た
解

し
方
も

あ

る
。

し
か
し
こ
れ

ら
は
ど
う
も
極
端

に
走

っ
て
い
る
き
ら

い
が
あ

る
。

こ
れ

は
、
第

一
の
立

場
は

一
応
裏

に
置

い
て
お
き
、
第

二

・
第

三
を
統
合

し

つ
つ
、

む

ぴ

第

三
を
中
心

に
す

え
て
解
す

る
の
が
妥
当
だ

ろ
う
と
思
う
。
夢
寐

に
も
旅
を
慕

い
、

か

つ
風
雅

の
世
界
を
追

い
続
け

て
い
る
と

い
う

よ
う

に
。
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文
体

・
調
子
と

い

っ
た
面

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
に
も
言

っ
た
よ
う

な
切
字

の
働
き
が
な

い
と

い
う

こ
と
か
ら
、
句
勢
は
内
面
的
潜

勢
力

に
よ
ら
ず

専
ら
語
勢

に
頼

っ
て
い
る
。
初

五
の
字
余

り
に
初
ま
り
中
七

の
内
に

こ
も

っ
た

語
勢
を
集

め
て

一
気

に
流
下

し
て
き
た
力
を
全
面
的

に
受
け
留

め
て
い
る
の
が

「
か
け
廻

る
」

で
あ

る
。

こ
の
語

は
音
声
的

に
も
緊
迫
し
た
響
き
を
も

っ
て
い

る
上

に
、
人
間
行
動
を
直
接

に
表
わ
す
ダ

イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
動
詞

で
あ
る
。
従

っ

て
こ
こ
に
集
中
す

る
力

は
、
そ

の
駆
け
巡

る
行
動
が
力
強
く
際
限
も
な
く
持
続

す

る
印
象
を
生

み
出

し
て
く

る
。
芭
蕉

は
別
案
と

し
て

「
な

ほ
か

け

廻

る

夢

心
」
と

か

「
枯
野

を
廻

る
夢
心
」
と

か
い
う
名
詞
止

の
形
を
支
考
等

に
示
し
た

と

い
う
が
、
そ
れ

で
は
姿

こ
そ
整
う
も

の
の
、
ま
る

で
力
が
な
く
な

っ
て
取
る

に
足

り
な

い
句

に
な

っ
て
し
ま
う
。

こ
の
句

の
主
た
る
ト
ー

ソ
を
な
す

の
は
、

エ
ネ

ル
ギ
ー
の
持
続
す

る
、
暗

い

力

に
満

ち
た
気

分
で
あ

る
。

こ
れ

は
風
雅

へ
の
執
着

の
根
強

さ
と

い

っ
た
も

の

を
表

わ
す

よ
う
に
思
え
る
。

一
方
、

「
枯

野
」
と

い
う
語

に
代
表

さ
れ

る
孤
寥

・
閑
寂
の
ト
ー

ソ
も
無
視

で
き
な
い
。

こ
の
共

に
風
雅

に
関

わ
り
な
が

ら
、
相

矛
盾
す
る
動

・
静
両
ト
ー

ソ
が
統

一
さ
れ
ず
分
裂
し
た
ま
ま
に
放
置

さ
れ

て
い

る

の
が
、

こ
の
句

の
す
が
た
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
芭
蕉

に
あ
る
ま
じ
き

投
げ
や
り
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
を

一
に
芭
蕉

の
気
力

の
衰

え
に
帰

し
て
済

ま

せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
気
付
く

の
は
、

『
笈
日
記
』
な
ど
に
伝
え
る
例
の
芭
蕉

の
妄
執

を
云

云

し
た
言
葉

で
あ
る
。
あ

の
言
葉
は

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
、

「
枯
野
」
の
句
の

内
部
構
造
を
解
き
明

か
し
た
も

の
と
見

て
間
違

い
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
あ

の
言
葉
が
芭
蕉

の
そ

の
時

の
心
を
述

べ
た
も

の
で
な

い
な
ど
と

い

う

わ
け

で
は
も

ち
ろ
ん
な
い
。
あ
れ

は
ま
さ
に
偽
ら

ぬ
彼

の
感
懐

で
あ

っ
た

ろ

う
。
風
雅
が
無
用

の
事

で
あ

り
、
宗
教
的
な
罪
障

で
あ

る
と

い
う
引
け
目
を
、

恐
ら
く
芭
蕉

は

一
生
負

い
続
け
た

の
だ

ろ
う
。
死
を
目
前

に
し
て
そ

の
感
は
い

よ
い
よ
深
ま

っ
た

ろ
う
。

し
か
も

い
ま
や
ま
た
現

に
こ
う
し
て
吟
腸
を
し
ぼ

っ

こ
う

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
業

の
深
さ
、
妄
執

の
深
さ

は
測
り
知
れ
ぬ
。
だ
が
今

更
ど
う

し
よ
う
も
な

い
。
妄
執

に
狂

い
つ
つ
死

ん
で
ゆ
く

ほ
か
な

い
。
無
常
を

観
念

し
た
漂
泊

の
俳
諧
師
と

し
て
旅

に
死

ぬ
運
命
を
静
か

に
諦

め
て
い
た

は
ず

で
あ

っ
た
こ
と
を
思
う
と
、

こ
れ

は
思

い
も

よ
ら
ぬ
矛
盾

に
満
ち
た
悲
し

い
姿

そ
ん
た
く

で
あ

る
。
芭
蕉

の
気
持
を
忖
度
す
れ
ぽ
恐
ら
く
そ

ん
な

こ
と

で
あ

っ
た

ろ
う
。

そ
れ

で
は
あ

の
言
葉

は
嘆
き

で
あ

っ
た

の
か
、
後
悔

で
あ

り
懺
悔

で
あ

っ
た

の
か
。

そ
う

で
は
あ

る
ま
い
。
彼

は
あ
く

ま
で
も
発
句

(そ
れ

は
辞
世

の
つ
も

り
だ

っ
た
)

の
内
容
と

し
て
、
そ

の
解
き
明

か
し
と

し
て
そ
れ
を
語

っ
た

の
に

違

い
な
い
。
死

に
臨

ん
で
の
矛
盾

に
満
ち

た
お
恥
ず

か
し
い
心

の
姿
を
句

に
し

て
み
た
の
だ
が
、

こ
の
句

で
そ
れ
が

わ
か

っ
て
も
ら
え

る
だ

ろ
う

か
と
語

り
か

け

た
の
だ

ろ
う
。
芭
蕉

は
こ
れ

ま
で
も

こ
う

い
う
自
句
自
解
を

し
ば

し
ば
門
弟

達

に
聞

か
せ
て
き

た
も

の
で
あ

っ
た
。

芭
蕉

が
こ
の
句

に
よ

っ
て
表
現

し
よ
う
と

し
た
の
は
、
自
分

の
心

の
姿
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
風
狂

の
俳
諧
師

の
生
き
ざ

ま
死

に
ざ

ま
を
描
く

こ

と

で
あ

っ
た
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
芭
蕉

の
芸
術

に
は
そ
う

い
う
や

り
方
が
看

取
さ
れ
る
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
ね
ら
い
で
自

己
を
描

く
た
め
に
は
、
作
者

は

観
照
者
と
な

っ
て
別

の
次
元
に
立

っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他

人
を
見
る

よ
う

に
冷
徹

に
眺

め
て
、
あ
さ
ま
し

い
姿
を
見
届
け
た
ら
、
あ
わ
れ
な
ば
か
な

や

つ
さ
ね
と
、
微
苦
笑
を
漏

し
な
が
ら
、
突
き
離
し
た
態
度
で
描
い
て
ゆ
く
。

こ
の
間

に
お
の
ず
か
ら

ア
イ

ロ
ニ
ー
が
漂
え
ぽ
そ
れ
が
俳
意
と

い
う
も

の
で
あ

り
、
俳
諧
と

は
結
局
そ
う

し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

芭
蕉

は
こ
う

い
う
深
沈
な
笑

い
を
同
行

(
連
衆
)

に
理
解

し
て
も
ら
う

こ
と

を
求

め
て
、
支
考

(
そ
れ
以
外

の
門
弟
も
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
)

に
語
り
か
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け
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ

る
い
は
付
け

の
脇
句

を
所
望

し
た
の
か
も

し
れ
な

い
。

俳
諧
師
と

し
て
当
然

の
行
為

で
あ

る
。
発
句
と

い
う
も

の
は
か
か
る
連
衆

の
受

容
と

再
創
造

の
中

で
完
成

さ
れ

る
こ
と

を
誰

よ
り
も
知

っ
て
い
た
芭
蕉

は
、
そ

の
こ

の
計
算

の
上

に
、
矛
盾

・
分
裂

を
留

め
た
異
体

の
句

を
敢

え
て
発
表

し
遺
そ
う

と

し
て
み
た
の
で
は
な

か

っ
た
か
。

・
気

の
動
顛

し
て
い
た
門
弟

た
ち

は
芭
蕉

の
こ
の
真
意

を
理
解
す
る
余
裕
を
持

た
な
か

っ
た
。
だ

か
ら
述
懐
と
受
け
取

っ
て
し
ま

っ
た
。

「
此
道
や
行
人
な

し

に
秋

の
暮
」

の
寂

し
さ
を

こ
こ
で
も
芭
蕉

は
味
わ
ね
ぽ
な
ら
な
か

っ
た
。
が
、

彼

の
心

は
既

に
枯
野

の
静
け
さ
寂

し
さ
の
中

に
あ

っ
て
騒
が
な
か

っ
た
。

其
日
は
小
春

の
空

の
立
帰
て
暖
な
れ
ぽ
、
障
子

に
蝿

の
集
り
居
け
る
を
に

く
み
て
、
と
り
も
ち
を
竹
に
ぬ
り
て
狩

り
あ
り
く

に
、
上
手
と

下
手
の
あ

る
を
お
か
し
が
り
て
、
此

蝿
の
お
も
は
ぬ
病

人
を
や
ど
し
て
よ
ろ
こ
ぶ
ら

め
、
と
ゑ
み

て
申
さ
れ
け
れ
ば
、
介
抱

の
者

も
嬉
し
く
て

こ

x

う

と

け

ぬ
。
其
後

は
何
事

も
い
は
ず

な
り
て
臨
終
申

さ
れ
し
に
、
誰
も
く

茫

然

と

し
て
、
終

の
別
と

は
今
だ

に
お
も

は
ぬ
な
り
。

『
追
善
之

日
記
』

の
こ
の
部
分

を
味

わ

っ
て
み
る
が

よ
い
。
旬

日
前

に
妄
執

云

々
な
ど

い
う
嘆
き

を
本
気

で

口
に
し
た
人

の
態
度
と

は
到
底
思
え
な

い
静
け

さ

で
は
な

い
か
。

こ
れ

こ
そ
芭
蕉

の
臨
終

の
本
当

の
姿

で
あ
る
。

安
東
氏

は
妄
執
を
断
ち
え
ず

に
芭
蕉
が
死

ん
だ
も

の
と
し
て

「
枯
野
」

の
句

ヘ

へ

の
完
成
を
あ

の
世

で
の
俳
句

に
求

め
て
、
木
曽
義
仲
を
同
行
と

し
て
さ
し

で
連

句
を
巻

こ
う
と
芭
蕉

は
考
え
た
の
だ

と

い
う
説
を
出
し

て
い
る
。
無
類
に
面
白

い
着
想
で
あ
る
。
暗

い
妄
執
を
嘆
き
な
が
ら

の
死

で
あ
る

の
だ

っ
た
ら
、
義
仲

は
ま
さ
に
格

好
の
同
行
で
あ
ろ
う
。

が
も
し
、
そ
の
妄

執
を
嘆
く
境

地
を
脱

け
出
し
て
い
た
の
だ
と

し
た
ら
、
風

雅

の
た
め
に
働

羅
道
に
堕
ち
る
こ
と

を
甘
受
す

る
と

心
澗盪
袴

し
た
静

け
さ
に
い

る
の
だ
と

し
た
ら
、
i

あ
の
世

で
の
同
行

は
西
行

か
宗

祗
以
外

に
考

え
ら
れ

よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
枯
野

」
の
句

の
完
成

は
あ
の
世

に
持

ち
越

さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
は
か
わ
り
は
な
い
が
。

最
後

の
句

の
完
成

を
死
後

に
持

ち
越
す
と

い
う
こ
と

は
、
彼
自
身

の
芸
術

を

肉
体

の
死
に
よ

っ
て
消
滅

さ
せ
な
い
た
め
の
必
死

の
工
夫

で
あ

っ
て
、
ま

た
そ

こ
に
は
風
雅
無
限

の
念

い
が
託

さ
れ

て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

そ
れ

に
し
て
も
、
自
己

の
死

を
詠

ん
で
辞
世
的
性
格

を
持

た
せ
た
発
句

に
お

い
て
、
そ

の
真

の
完
成
を
遠
く
己
れ

の
死
後

に
ま

で
延
長
さ

せ
、
そ
れ

に
よ

っ

て
芸
術
生
命

の
無
限
持
続
を
想
わ

せ
る
力
を
内
包

せ
し
め
る
と

い
う
デ

ィ
ア
レ

あ
や
つ

ク

テ

ィ
ー
ク
を
操
る
妙
技
を
、
臨
終
聞
近

い
病

の
床

で
企

て
得
た

の
だ
と
し
た

ら
、
そ

の
精

神
力
、
そ

の
俳
諧
師
魂

の
し
た
た
か
さ
は
、
ま
さ
に
舌
を
巻
か
し

め
る
も

の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

し
も
で
ら

え
ん
じ
ょ
う
い
ん

「
枯
野
」

の
句
碑
が
も
う

一
基

、
天
王
寺
区

下
寺

町

の
円
成

院
と

い
う
寺

に

ゆ
う
ひ
が
お
か

あ
る
の

で
そ
ち
ら
に
行
く

。
そ
の
寺

院
町
の
東

一
帯

は
夕
陽

丘
の
台
地

で
、
そ

れ
い
じ
ん

の
南
部
の
伶
人
町
に
あ
る
星
光
学
園
と
い
う
学
校
の
構
内
の
一
角
が
有
名
な
料

う
か
む
せ

亭
だ

っ
た
浮
瀬

の
跡

で
あ

る
。
芭
蕉

は
浮
瀬

の
俳
席

に
出

て
、

こ
こ
で

「
此
道

や
」

の
吟

を
発
表

し
た
。

し
ん
き
よ
み
ず

す
ぐ
近
く

に
新
清
水
と
俗
称
さ
れ

る
寺
院
が
あ

る
。
そ

の
境
内
か
ら

は
西
方

の
展
望
が
開
け
、
芭
蕉

の
孤
心

の
寂

し
さ
と
風
雅

の
遥
け
さ
を
偲
ぶ

に
ふ
さ
わ

し
い
所

で
あ

る
。
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