
『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
世
界

(i)

 

1
韓
国

に
お
け
る
芭
蕉
像

の
現
在
を
ふ
く
め
て

金

貞
禮

全
南
大
学
校

・
人
文
大
学

日
語
日
文
学
科
副
教
授

一

芭
蕉
を
中

心

に
日
本

の
仏
教

に

つ
い
て
話
し

て
く

だ
さ

い
。
あ

る
日
、
韓
国

の
仏
教
放
送
局

か
ら

こ

の
よ
う

な
依
頼
を

う

け
た
。

ま
た
、
あ

る
山
奥

の
寺

へ
い

っ
て
売
店

に
よ

っ
た
ら
、
拙

訳

の
韓
国
語

の

『お
く

の
ほ
そ
道

』

が
置

い
て
あ

っ

た

。

こ
れ
は
ま

た
ど
う

し
て
だ
ろ
う

と
、
周
り

の
人

々
に
聞
く

と
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
韓
国
語

訳
を

読
ん
だ
人

の
多
く

は

、
芭
蕉

が
出
家

し
た
僧

侶
だ
と

思

い
込

ん

で

い
る

の
に
は
驚

い
た

。
特

に
芭

蕉

に

つ
い
て
詳
し

く
は

知

ら
な

い
ま
ま
、

こ

の
紀
行
文

の
本
文
だ
け
を
読

ん
だ
人

の
場
合
は
、
特

に
そ
う

で
あ

っ
た
。
そ
う

い
う
人

々
の
芭
蕉
像
を

一
語

で
い
え
ば
、

「
あ

て
ど
も
な
く
漂
白

の
旅

に
出
、
と

こ
ろ
ど

こ
ろ
で
悲
哀

に
満
ち

た
旅

の
思

い
を
詩

に
よ
む
修
行
僧
」

と
で
も

い
え
よ
う

か

。
そ
し

て
、

こ
の
自
由

で
あ
り
な

が
ら
も

ど

こ
か
悲

哀
に
満
ち
た
旅

人
芭
蕉

へ
の
共

感
と
憧

れ

の
念

は
、
考
え

た
以
上

に

強
か

っ
た
。

い
わ
ば
、

韓
国

の

一
般
読

者
に
お
け

る
芭
蕉

の
ラ
イ

フ

・
ス
タ
イ

ル
と
文
芸
世
界

の
普

遍
性
と

で
も

い
え

る
も

の
が
、
実

は
こ

の
よ
う

に

い
さ
さ
か

の
誤
解

の
上

に
成
り
立

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。
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芭
蕉
が
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
中

で
宗
教
的
な

こ
と

に

つ
い
て
あ
ま
り
語

っ
て

い
な

い
こ
と

は
、
周

知

の
通
り

で
あ

る
。

ま

た
、
滑
稽
を
旨
と
す
る
俳
諧
と

い
う
文
芸
は
、

一
見
悲
哀

に
満
ち

て

い
る
か

の
よ
う

に
見
え

て
も
、
実

は
笑

い
を
漂
わ
せ

て

い
る
場
合
が
多

い
。
井
本
農

一
氏
は
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

に
描
か
れ

て

い
る
旅
は
、

■風
流

に
遊

ぶ
、

呑
気
な
、
心
安
ら

か

な
旅

で
あ
る
」
(,・
と

い
う
。
し

か
し
、
韓
国
語
訳

の

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
世
界

は
、
悲
哀

に
満
ち
た

懐
旧

の
旅

ば
か
り

が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
し
ま

い
、
井
本
氏

の

い
う
よ
う

に
は
読
ま

れ
て

い
な

い
よ
う

で
あ
る
。

国
と
時
代
、

こ
と
ば
と
境
涯
を
超
え

て
人
間
に
共
感

で
き
る

こ
と
は
、
涙
と
悲

し
み
、
ま
た
そ
れ
を
醸

し
だ
す
物
語

で
あ

ろ

う
。
そ
れ

に
比

べ
て
笑

い
は
、
同
じ
文
化

や
知
識
を
基
盤

に
し

て
い
な

い
と
、
伝
わ
り

に
く

い
。
し
か

し
、

こ
の
よ
う
な

こ

と
を
承

知

の
上
で
も
、
こ
の
紀
行
文

の
地

の
文

の
合
間

や
俳
句

に
込
め
ら
れ

て
い
る

ユ
ー

モ
ア
、
そ
し

て
旅

の
楽
し
さ
は
、

そ

れ
ほ
ど
ま

で
に
伝
わ
り

に
く

い
も

の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
た
だ
翻
訳
に
よ
る
問
題
、
あ
る

い
は
俳

句
や
芭
蕉
に

つ
い

て

の
知
識

の
乏
し
さ
だ
け
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
実
は

こ
の
紀
行
文
が
本
来
に
も

っ
て
い
る
問
題
と
か

か
わ
る
も

の
で
は

な

か
ろ
う

か
。

本
稿

で
は
、
こ

の
よ
う
な
点
を
念

頭
に
お

い
て
、
芭
蕉

の
描

い
て
い
る
旅
人
像
を
中
心
に

『お
く

の
ほ

そ
道
』

の
世
界
に

つ

い
て
考

え

て
み
た

い
。
そ
し

て
、
最
近
俳
句

や
芭
蕉
に

つ
い
て
の
関
心
が
高

ま
り

つ

つ
あ
る
韓
国
に
お

け
る
芭
蕉
像

の
現

在

を
紹
介

す
る
こ
と
で
、
こ

の
紀
行
文

の
普

遍
性
と
特
質

の

一
面

が
垣
間
見
ら

れ
た
ら
と
思
う
。
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二

 

江
戸

の
門
人

に
見
送

ら
れ
、
「
前
途
三
千
里
」

の
遥

か
な
道

の
り

に
旅
立

っ
た
芭
蕉
は
、

こ

の
旅

の
第

一
日
目

の
夜

の
思

い
を

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

(2)



も
し
い
き

さ
だ
め

た
の
み

や
う
や
う
そ
う
か

耳
に
ふ
れ
て
い
ま
だ
め
に
見
ぬ
さ
か
ひ
、
若
生
て
帰
ら
ば
と
、
定
な
き
頼
の
末
を
か
け
、
其
日
漸
草
加
と
云
宿
に
た
ど
り
着

そ
う
こ
つ

ま
づ

か

み

こ

い

ち

え

に

け

り

。

痩

骨

の
肩

に

か

・
れ

る
物

先

く

る

し

む

。

只

身

す

が

ら

に

と

出

立

侍

る
を

、

帋

子

一
衣

は

夜

の
防

ぎ

、

ゆ

か

た

.
雨

は
な
む
け

わ
づ
ら
ひ

具

・
墨

・
筆

の
た

ぐ

ひ

、

あ

る
は

さ

り

が

た

き

餞

な

ど

し

た

る

は

、

さ

す

が

に
打

捨

が

た

く

て
、

路

次

の
煩

と

な

れ

る

こ

そ

わ

り
な

け

れ

。
'・・

(3)

そ
う
こ

つ

ま
つ

 草
加

(、
)
に

「
た
ど
り
着
」

い
た
芭
蕉

は
、
「
痩
骨

の
肩

に
か

・
れ
る
物

先
く
る
し
む

」
と
、
真

っ
先

に
荷
物

に
苦

し
む

「
痩

骨
」

の

つ
ら
さ
を
吐
露

し
て

い
る
。
そ
し

て
、

こ
の
旅

の
三
十

三
日
目
に
あ
た
る
五
月

二
日

の
夜
、

雨

の
漏

る
貧

し

い

飯

坂

の
宿

で
、
蚤
や
蛾

に
悩

ま
さ
れ

た
末

に
持
病
ま

で
お
こ

っ
て

つ
ら

い

一
夜
を
過

ご
し
た
あ
と

は
、

次

の
よ
う

に
述

べ

て

い
る
。

か
か

お
ぼ
つ
か

き

り
よ

へ
ん

ど

あ
ん
ぎ
や

し
や
し
ん
む
じ
や
う

こ
れ

遥
な
る
行
末
を
か

・
え
て
、
斯
る
病
覚
束
な
し
と

い
へ
ど
、
羈
旅
辺
土
の
行
脚
へ

捨
身
無
常
の
観
念
、
道
路
に
し
な
ん
是
天

め
い

い
鷲斗
み

じ
ゆ
う
わ
う

ふ
ん

だ

て

お

ほ

き

ど

の
命
な
り
と
、
気
力
聊
と
り
直
し
、
路
縦
横
に
踏
で
伊
達
の
大
木
戸
を
こ
す
。

こ
れ
は
、

こ

の
紀
行
文

の
序
文

で
、

「古
人
も
多
く
旅

に
死

せ
る
あ
り
」

と
、
旅

の
中

で
死

ん
で

い

っ
た
先
行

詩
人
を
慕

う

心
と

よ
く
呼
応

し
て

い
る
が
、
「
風
流

に
遊

ぶ
」
詩
人

の
旅
行

に
し
て
は
あ
ま
り

に
も
悲
壮

で
あ

る
。

ま
る

で
死
を
覚
悟

し

修
行

の
旅
に
出
た
行
脚
僧

の
独
白

そ

の
も

の
の
よ
う

に
聞
こ
え
る
。

で
は
、

芭
蕉
は
旅

の
中

で
の
自
分
自
身

を
ど

の
よ
う

に
認
識
し

て

い
る

で
あ

ろ
う

か
。
ま
ず
、
旅

立

っ
て
四
日
目

の
三

月

三
十

日
の
夜
、

日
光

で
親
切
に
宿
を
貸
し

て
く

れ
た
仏

五
左
衛

門

の
人
柄

に
感
心
し

て
、

「か

・
る
桑

門

の
乞

食
巡
礼
ご

と

き

の
人
を

た
す

け
給

ふ
に
や
と
」
と

い
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
を
見

る
と
、
芭
蕉
は

こ
の
旅

に
お
け
る
自
分

を
、
「
桑
門

の
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乞

食
巡

礼
ご
と
き

の
人
」
、
す

な
わ
ち
行

脚
僧

の
よ
う
な
も

の
だ
と

い
う

自
己
認
識
を
し

て

い
る
こ
と
が

わ
か

る
。
ま
た

一

方

で
は
、

こ
の
旅

で
出
会

っ
た
見
知
ら

ぬ
人

の
口
を
か
り

て
、
自
分

の
様

子
を
語
ら
せ
て

い
る
。
そ
れ
に

は
、
.ま
ず
市
振

の

遊

女

の
こ
と
ば
が
あ

る
。
伊
勢
参
り

に
立

っ
た
も

の
の
行
く
道
を
知
ら
な

い
不
安

を
隠

せ
な

い
遊
女

た
ち

は
、
芭
蕉

一
行

の

後

を

つ
い
て

い
く

こ
と
を
頼

ん
で
、

「衣

の
上

の
御
情

に
、
大
慈

の
め
ぐ

み
を
た
れ

て
、
結
縁

せ
さ
せ
給

へ
」
と
涙
な
が
ら

に

い
う

。

「
衣

の
上

の
御
情
」
、

い
わ
ば

■僧

と
し

て

の
御
情

で
」
と
頼

ん

で

い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ

に
答

え

て
芭
蕉

は
、

か
た

ゆ
く

ゆ
く

し
ん
め

い

か

ご

つ
つ
が

「我
く

は
所
々
に
て
と
"
ま
る
方
お
ほ
し
。
只
人
の
行
に
ま
か
せ
て
行
べ
し
。
神
明

の
加
護
か
な
ら
ず
恙
な
か
る
べ
し
」

し

ん
め

い

か

ご

と

、
彼
女
た
ち
に
見
ら
れ
た

■衣

の
上
」
を
そ

の
ま
ま
受

け
る
よ
う

な
言

い
方

で
、

一神
明

の
加
護
」
云

々
と
語

っ
て

い
る
。

芭

蕉
は

こ
こ
で
、
自
分
た
ち
は
法

体

で
あ
る
が
た
め
に
、
も

っ
と
も
縁

の
遠

い
は
ず

の
遊
女
た
ち
か
ら

こ

の
よ
う
な
依
頼
ま

で
受

け

て
し
ま

っ
た

の
だ
と

い
っ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

芭
蕉

一
行

の
旅
姿

に

つ
い
て
は
、
こ
の
旅
に
同
行

し
て

い
る
曾
良
を
紹
介
す
る
日
光

の
部
分
に
次

の
よ
う

に
出

て

い
る
が
、

そ

れ
を
見

て
み
よ
う

。
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そ
り
す
て

こ
ろ
も
が

へ

剃
捨
て
黒
髪
山
に
衣
更

曾
良

か

は

ひ
う
ぢ

そ
う

ご
ら
う

し

た

ば

よ

し
ん
す
ゐ

曾
良
は
河
合
氏
に
し
て
惣
五
郎
と
云

へ
り
。
芭
蕉

の
下
葉
に
軒
を
な
ら
べ
て
、
予
が
薪
水

の
労
を
た
す
く
。
こ
の
た
び
松
し

き
さ
が
た

き

り

よ

た
び
だ
つ
あ
か
つ
き

そ
り

す
み
ぞ
め

ま
、
象
潟
の
眺
共
に
せ
ん
事
を
悦
び
、
且
は
羈
旅
の
難
を
い
た
は
ら
ん
と
、
旅
立
暁
、
髪
を
剃
て
墨
染
に
さ
ま
を
か
え
、
惣
五

あ
り
た
め

そ

う

ご

あ
り

 を
改
て
宗
悟
と
す
。
仍
て
黒
髪
山
の
句
有
。
衣
更
の
二
字
力
あ
り
て
き
こ
ゆ
。

そ
り

す
み
ぞ
め

あ
ら
た
め

そ

う

ご

芭

蕉
は
、
旅
立

つ
早
朝
、
曾
良

が

「髪
を
剃

て
墨
染

に
さ
ま
を
か
え
、
惣
五
を
改
て
宗
悟
」
と
し
た

の
だ
と

い

っ
て

い
る
。

旅
立

つ
に
あ
た

っ
て
の
曾
良

の
法
体

へ
の
変
身
と
改
名

と

い
う

こ

の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、

こ

の
旅

に
の
ぞ
む

曾
良

の
心
構
え
を

(4)



う

か
が
わ

せ
る
。

こ

の
よ
う

な
曾
良

の
心
構
え
は
、
芭
蕉

の
心
構
え

に
も
通
じ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

『曾

良
随
行

日
記
』

に

よ

れ
ば
、

こ
の
旅

の
途
中

の
四
月
十
九
日
、
曾
良
は
那
須
湯
本
で
托
鉢

に
も

出
て

い
る
。

こ

の
紀

行
文

に
は
、

芭
蕉
自
ら
自
分

の
服
装
な
ど

に

つ
い
て
語

っ
て
は

い
な

い
が
、
芭
蕉

の
姿
も

曾
良

と
同

じ
く

法
体

で
あ

っ
た
。
芭
蕉

は
遊
女

の
口
を
通

じ
て
、
法
体

の
自

分
た
ち

が
、
僧

と
見
ら

れ
て

い
る

こ
と
を
述

べ
な
が

ら
、
彼

女
た

ち

に
そ
う

い
わ
れ

て
も

あ
え

て
否
定
も

し

て

い
な

い
。
こ

の
よ
う

な
こ
と
は
、
福

井

の
等
栽
を
訪

ね
た

時
、
留
守

の
等
栽

に

か
わ

っ
て
芭
蕉

一
行

を
迎
え
た
そ

の
妻

の
場
合
も

同
じ
で
あ
る
。
彼

女
も
ま
た
、

崛
い
つ
く

よ
り

わ
た

り
給
ふ
道
心

の
御

坊

に
や
」
と
、
芭
蕉

一
行

を
僧

侶
と
し

て
受

け
止
め

て
い
る

の
で
あ
る
。

で
は
、
み
ず

か
ら
は
行
脚
僧
、
旅

の
途
中

で
出
会

っ
た
人

々
か
ら
は
僧
と
認
識
さ

れ
て

い
る
こ

の
旅

の
主
人
公
芭
蕉

は
、

こ

の
旅

の
中

で
ど

の
よ
う
な
ポ

ー
ズ
を
と

っ
て

い
る

で
あ

ろ
う

か
。
ま
ず
、
旅
程

を
見

る
と
、
寺

と
神

社
訪

問
に
集
中
し

て

い
る
か

の
よ
う

に
み
え

る
。
神

社

の
場
合
、
室

の
八
島

・
塩

釜
神
社

・
太

田
神

社

・
気
比
神

社
な
ど

、
紀
行

文

の
中

で

書

い
て

い
る
と

こ
ろ
だ
け

で
も
九

ヵ
所

で
あ

る
。
そ
し
て
、

こ
の
神
社

の
す

べ
て
に
、

■詣
」

・

目
拝
」

・

{参
」
と

い
う

こ

と
ば
を
そ

れ
ぞ
れ

つ
か

っ
て

い
る
。
ま
た
、
寺

は
、
光
明
寺

・
瑞
岩
寺

・
立

石
寺

・
永
平
寺

な
ど
、

参

拝
し

て

い
る
と

書

い
て

い
る
寺

が
四

ヵ
所

で
あ
る

が
、

こ
れ

ら

の
寺

に
は

「
拝
」

・

[詣
」

・

「礼

」
な
ど

の
こ
と

ば

を
使

っ
て

い
る
。

そ

れ
に
、
用
事

で
よ

っ
た
り
し

て

い
る
寺

を
あ
わ
せ
る
と
、
十
か
所

に
お

よ
ぶ
。

ま
た
、
立
石
寺
と
羽

黒
山

の
南
谷
別

院
、

全

昌
寺

で
は
、
泊
ま

っ
て

い
る
。

『曾
良

随
行

日
記
』

に
よ
る
と
、
神
社

や
寺

へ
の
訪

問
は
実

際

の
旅
程

で
は
こ
れ
よ
り

は

る

か
に
多
か

っ
た
。

『お
く

の
ほ
そ
道
』

に
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
寺

や
神
社

が
出

て
く

る
の
は
、
も

と
も
と

日
本

の
紀
行
文

と

い
う

の
が
、
歌

枕

・
名
所

・
旧
跡

を
訪

ね
る

の
が

ひ
と

つ
の
目
的

で
、
寺

や
神
社

は
多
く

そ
れ

に
か
か
わ

っ
て

い
る

か
ら

で
も

あ

ろ
う

。

芭

蕉

は
ま

た
、
西
行
を

は
じ
め
雲
居
禅
師

、
仏
頂
和
尚

な
ど

の
跡
を
慕

い
歩

い
て

い
る
が
、

こ
れ
も

同

じ
く
伝
統
的

な
も
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の

の
見

方
、
書
き
方

と

つ
な

が

っ
て

い
る
で
あ

ろ
う

。
そ
う
か
と

い
え
ば
、

こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
丹
念

に

寺

や
神
社

を
訪
ね

591

て

い
な
が
ら
も
、
僧

や
神
官
に

つ
い
て
の
詳
し

い
言
及
は
紀
行
文

の
中

で
は
ほ
と

ん
ど
さ
れ

て

い
な

い
。

た
だ
須
賀
川

で
会

っ
た
可
伸

の
庵

と
そ

の
暮
ら
し

ぶ
り

に

つ
い
て
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

し
ゆ
く

あ

り

と
ち

み

ゃ

ま

し
つ
か

此
宿
の
傍
に
大
き
な
る
栗
の
木
陰
を
た

の
み
て
、
世
を
い
と
ふ
僧
有
。
橡
ひ
ろ
ふ
太
山
も
か
く
や
と
聞

に
覚
え
ら
れ
て
、
も

か
き
つ
け

の
に
書

付

侍

る

。
其

詞

、

も

ん

じ

さ
い
は
う
じ
や
う
ど

た
よ
り

ぎ
や
う
ぎ

ぼ

さ

つ

栗
と
い
ふ
文
字
は
、
西
の
木
と
書
て
、
西
方
浄
土
に
便
あ
り
と
、
行
基
菩
薩

の
、

一
生
、
杖
に
も
柱
に
も

も
ち
ひ

此
木
を
用
給
ふ
と
か
や
。

世
の
人
の
見
付
ぬ
花
や
軒
の
栗

『曾
良
随
行
日
記
』
に
よ
る
と
、
実
際
の
旅
で
は
、
四
月
二
十
三
日
の
晩
方
、
芭
蕉
は
こ
の
庵
、
す
な
わ
ち
可
伸
庵

へ
遊

び
、
翌
日
の
二
十
四
日
の
午
後
は
こ
の
庵
で
歌
仙
を
巻

い
て
い
る
。
連
衆
は
芭
蕉
と
曾
良

・
等
躬

・
可
伸

(俳
号
は
栗
斎
)

な
ど
、
七
人
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
芭
蕉
は
こ
の
隠
遁
僧
の
暮
ら
し
ぶ
り
と
そ
れ

へ
の
共
感
を
、
庵
の
そ
ば
に
あ
る
大
き
な

栗
の
木
、
そ
し
て
可
伸
の
俳
号
の

一
字
で
も
あ
る

「栗
」
の
字
に
思

い
合
わ
せ
て
、
栗
の
木
に
ま

つ
わ
る
行
基
菩
薩
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
も

っ
て
き
て
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
文
章
だ
け
を
よ
む
と
、
芭
蕉
は
こ
の
隠
遁
僧
と
は
全
然
知
ら
な

い

間
柄
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
ま
た
ま
自
分
の
滞
在
し
て
い
る
須
賀
川
宿
駅
の
近
く
に
あ
る
隠
遁
僧
の
庵
を
見
付
け
、
そ
の
閑

寂
な
庵
と
そ
こ
の
僧
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
共
感
を
こ
め
て
自
分
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
ど
こ
に
も
可
伸
と
の
詩

的
交
流
を
匂
わ
せ
て
い
な

い
。
俳
人
可
伸

の
姿
は
ど
こ
に
も
見
え
ず
、
隠
遁
僧
の
可
伸
だ
け
が
、
「
世
を

い
と
ふ
僧
」
と
匿

名
に
な

っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(6)



こ

の
場
面

で

の
芭
蕉

の
ポ

ー
ズ
か
ら
は
、
行
脚
僧
的
な
も

の
が
よ
み
と

れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
長

い
道

の
り

の
途
中

に

訪
ね
た
地

で
、
た
ま
た
ま

出
会

っ
た
心

の
通
じ
合
う
俳
人

、
そ

の
詩
的
交

流
に
は
触

れ
な

い
で
、
昔

の
し

の
ば
れ

る
そ

の
隠

遁
地
と
隠
遁

ぶ
り

に

つ
い
て
述

べ
て

い
る
だ
け

の
芭
蕉

の
ポ
ー
ズ

は
、
諸

国
め
ぐ
り

の
行

脚
僧

に
近

い
。
し
か
も

こ

の
僧

を
匿
名
に
す
る

こ
と

で
、

い
か

に
も
自
分
は
訪
問
者
と

い
う
趣
を

漂
わ
せ
て

い
る
。

『お
く

の
ほ
そ
道
』

に
お
け

る
芭
蕉

の
ポ
ー
ズ

の

一
つ
に
は
、

こ
の
よ
う

な
行
脚
僧

的
な
も

の
が
あ

げ
ら

れ
よ
う

。
「桑

門

の
乞
食

巡
礼
ご
と
き

の
人
」
と

い
う
自

己
認
識
、
ま
た
服
装
な
ど
外
面
的

に
行
脚
僧

の
旅
姿

を
し

て

い
る
芭
蕉

一
行

は
、

旅

の
所
ど

こ
ろ
で

こ
の
よ
う

に
行

脚
僧

の
ポ

ー
ズ
を
と

っ
て

い
る
。
そ

の
た
め
、
た
と
え

こ
と
ば

で
は

一
言
と
も
宗
教
的

な

む
ね

の
こ
と
を
語

っ
て

い
な
く

て
も

、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
世
界
は
宗
教
的

な
も

の
が

ベ
ー

ス
に
な

っ
て

い
る
よ
う

に

読

ま
れ
る
。
そ
れ

で
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

を
読
み
終
わ

っ
た
韓
国

の
読
者

は
、
芭
蕉

が
修
行

僧
だ
と
思

い
込

ん
で
し

ま
う

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

(7)
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『お
く

の
ほ
そ
道

』

に
お
け
る
芭
蕉

の
も
う

一
つ
の
ポ

ー
ズ
は
、
悲
哀

に
満

ち
た
旅
人

で
あ
る
。

こ

の
紀

行
文

に
お
け

る
悲

哀
感

は
、
「
野
ざ
ら
し
を
心

に
風

の
し
む
身

哉
」
と

い
う
句
を
よ

ん
で
旅
立

っ
て

い
く

『野
ざ
ら
し

紀
行
』

に
見

ら
れ

る
悲

壮

で
緊
張
感

に
満
ち

て

い
る
ポ
ー
ズ
と
も

ま
た
違
う
。

何
か
根
源
的
な
も

の

へ
遡

っ
て

い
く
も

の

の
求
道

的
な
姿
勢

が
あ

る
。

ま
ず

、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

に
お

け
る
芭
蕉

を
悲

哀

的
な
旅
人

と
感

じ

さ
せ
る
直
接

的
な

理
由

は
、

「
涙
」

で
あ

ろ
う

。

芭

蕉

は

一
働
哭

の
詩
人
」
と

い
う
指
摘
も
あ

る
が
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

に
は
特

に
そ
れ
が
目
立

っ
て

い
る
。
言
葉

の
用
例
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か

ら
み

て
み
る
と
、

「
泪
」

・

「
な
く
」
、

ま
た
は

そ
れ
に
準
ず

る
行

動

の
用
例

は
、
九
例

も
あ

る
。
し

か
し

、
こ
れ

に
比

べ

て

「笑
う

」

・

「微
笑

む
」

・

「う

れ

し
」

の
例

は

一
つ
も
な

い
。
「
よ

ろ
こ
び
」
と

い
う

言
葉

が

三
例
出

て

い
る
が
、

こ

の
言
葉

は

「
な
み
だ
」

と

「
な
く
」

の
強
烈

さ
に
は
、

勝
て
な

い
。

そ
の
例
を

い
く

つ
か
見

て
み
よ
う
。

ま
ほ
ろ
し

ょ

だ

①
前
途
三
千
里
の
お
も
ひ
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、
幻
の
ち
ま
た
に
離
別
の
泪
を
そ

・
く
。

ゆ
く
は
る

と
り
な
き
う
を

行
春
や
鳥
啼
魚
の
目
は
泪

②
癒
、
庄
司
が
旧
館
也
。
麓
に
携
書

の
跡
な
ど
、
人
の
教
ゆ
る
に
ま
か
せ
て
、野

り
、
又
か
た
は
ら

の
古
寺
に

一
家

の
石

ま
つ
あ
は
れ

た
も
と

碑
を
残
す
。
中
に
も
、
二
人
の
嫁
が
し
る
し
、
先
哀
也
。
女
な
れ
ど
も
か
ひ
ぐ

し
き
名
の
世
に
叟

つ
る
物
か
な
と
、
斜

ぬ

ら

し

ぬ

。

さ
て

じ
や
う

く
さ
か
り

じ
や
う

③
偖
も
義
臣
す
ぐ

つ
て
此
城
に
こ
も
り
、
功
名

一
時
の
叢
と
な
る
。
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
と
、

う
ら
し
き

ま

ご

笠
打
敷
て
、
時
の
う

つ
る
ま
で
泪
を
落
し
侍
り
ぬ
。

な
つ
く
さ

つ
は
も
の

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

い
つ
せ
う

し
る
ひ
と

こ

ぞ

さ
う
せ
い

④

一
笑
と
云
も
の
は
、
此
道
に
す
け
る
名
の
、
ほ
の
ぐ

叟

て
、
世
に
知
人
も
侍
し
に
、
去
年

の
冬
早
世
し
た
り
と
て
、

其
兄
追
善
を
催
す
に
、

塚
も
動
け
我
泣
薤
は
秋

の
風

571($)



引
用
①
は
、
旅

立

っ
て

い
く
芭
蕉

の
別

れ

の
涙

で
あ

る
。
引
用
②

は
、
義
経

の
側
に
立

っ
て
勇

敢
な

戦

い
を
し
た
佐
藤

元

治

一
家

の
旧
跡
を
訪
ね

て
の
涙

で
あ
る
。
引
用
③
は
、

『
お
く

の
ほ
そ
道

』

で
も

っ
と
も
有
名

な
場
面

の

一
つ
、
平
泉

で

の
懐

旧

の
涙

の
場

面

で
あ

る
。
引
用
④

は
、
金
沢

の
俳

人

一
笑

の
追
善
句

。

こ
う
見

て
く

る
と
、

こ
の
紀
行

は
芭
蕉

の
涙

の
旅

の
よ
う

で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
紀
行

の
涙

の
ク

ラ
イ

マ

ッ
ク
ス
に
は
、

一
笑

の
追
善
句

[塚

も
動

け
」
が
あ
る
。

特

に

こ
こ
で
注

目
し
た

い
の
は
、
引
用
②

と
引
用
③

の
懐
旧

の
涙
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
敗

れ
た
側

の
跡

の
今

を
見
な

が

ら

、
敗
れ
た
人

々
と
そ

の
こ
こ
ろ
を
涙

で
し

の
ぶ
芭
蕉

が

い
る
。

そ

の
人

々
の
敗

れ
た
志
と

か
、
名
分

、
あ

る

い
は

こ

の

人

た
ち
を
負
け

さ
せ
た
反
対

側

の
こ
と
な

ど
に

つ
い
て
は
、
何
も
述

べ
ら
れ

て

い
な

い
。
た

だ
、
命
が

け

で
義

理
を
ま
も

り

勇

敢

に
戦

っ
た
武
士
た
ち

に

つ

い
て
、

そ
し

て
佐
藤
家

の
凛

々
し

い
嫁

た
ち

の
姿

に

つ
い
て
述

べ
ら

れ
て

い
る
だ
け

で

あ

る
。

こ

の
よ
う

に
各

地
を
訪

ね
、
そ
れ

の
今

に
涙
を
落

と
し
裾
を

ぬ
ら
す

芭
蕉

の
ポ
ー
ズ
は
、

ど
こ
か
異

様

な
感

じ
さ
え
与

え

る
。
歴
史

の
是

非
を
問
う

こ
と
な
く
、

た
だ
敗
れ

た
ひ
と
び
と

の
悲

し
さ
と

つ
ら
さ
、
そ

れ

の
む
な

し

さ
に

つ
い
て
ひ

た
す

ら
述

べ
ら
れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

『お
く

の
ほ
そ
道

』

に
は
こ

の
よ
う
な
悲

哀
な

る
涙

と
は
別

に
、
も
う

一
種

の
涙
が
あ

る
。
芭

蕉
が

探

し
求

め

て

い
る

■古

人

の
心
」
を
閲
す
る
悦
び

の
類

の
涙

で
あ

る
。

(9)

お
け

か
た
り
つ
た

く

つ
れ

な
が
れ

う
つ
も
れ

⑤

む

か

し

よ

り

よ

み

置

る
歌

枕

、
お

ほ

く

語

伝

ふ

と

い

へ
ど

も

、
山

崩

、
川

流

て

、
道

あ

ら

た

ま

り

、

石

は

埋

て

土

に

か

く

れ

、

こ
こ

ち

と

せ

か

た

み

木
は
老
て
若
木
に
か
は
れ
ば
、
時
移
り
代
変
じ
て
、
其
跡
た
し
か
な
ら
ぬ
事

の
み
を
、
爰
に
至
り
て
疑
な
き
千
歳
の
記
念
、

け
み

あ
ん
ぎ
ゃ

よ
ろ
こ

き

り

ょ

つ
か
れ

な

だ

カ
っ

 今
眼
前
に
古
人
の
心
を
閲
す
。
行
脚
の

一
徳
、
存
命
の
悦
び
、
羈
旅
の
労
を
わ
す
れ
て
、
泪
も
落
る
ば
か
り
也
。
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壷

の
碑
を
訪
ね

て
の
芭
蕉

の
こ
の
感
激

ぶ
り
は
、

こ
の
旅

の
目
的
が
何

で
あ

っ
た

の
か
を
あ
ら
た
め

て
考
え
さ
せ

て
く
れ

551

る
。
ま
た
、
同
じ
悦
び
の
涙
は
、
羽
黒
山
の
別
当
阿
闍
梨
に
求
め
ら
れ
て
短
冊
に
書

い
た

「三
山
巡
礼
」
の
句
の
中
に
も
出

て
く
る
。⑥

語
ら
れ
ぬ
湯
殿
に
ぬ
ら
す

か
な

湯
殿
山
銭
ふ
む
道
の
泪
か
な

曾
良

芭
蕉
と
曾
良
の
こ
の
句
は
、
湯
殿
神
社
に
参
拝
し
て
う
け
た
感
動
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
悦
び
、
ま
た
は
感
動

の
涙
は
、
旅
人
芭
蕉
の
悲
哀
の
ポ
ー
ズ
が
強
か

っ
た
だ
け
に
、
[
羈
旅
の
労
」
と

「行
脚
の

一
徳
」
に
報
わ
れ
て
涙
す
る
旅

人
の
姿
に
真
実
感
と
充
満
感
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
芭
蕉
の
な
が
し
て
い
る
悲
哀
と
悦
び
の
涙
の
交
響
は
、
未
知
の

異
郷
、
古
戦
地
な
ど
が
主
な
背
景
に
な

っ
て
い
る
こ
の
紀
行
文
に
お
け
る
旅
人
像
を
、
現
実
感
に
富
む
鮮
明
な
も
の
と
し
て

浮
き
彫
り
に
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

四

日
本

の
文
学
的
伝
統
、
ま
た
俳
諧
と

い
う
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
い
で
、

『お
く
の
ほ
そ
道
』

を
読
ん
だ
場
合
、
も

っ
と
も
目
立

つ
の
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
涙
す
る
主
人
公
、

つ
ま
り
行
脚
僧
の
姿
で
行
脚
僧
の

ポ
ー
ズ
を
と
り
な
が
ら
門
人
た
ち
と
の
別
れ
に
涙
を
落
と
し
、
敗
れ
た
先
人
の
跡
と
早
世
し
た
知
人
を
弔
い
な
が
ら
歩
い
て

い
る
旅
人
芭
蕉
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
紀
行
文
に
お
け
る
芭
蕉
の
姿
は
、
宗
教
的
で
悲
哀
に
満
ち
た
旅
人
像
と
し
て

ゆ(



成

り
立

つ
。

そ
し

て
、

こ

の
旅
人
像

に
共
感

す
る
韓
国

の
多

く

の
読
者

は
、

こ
の
紀
行
文

の
普
遍
性

の
あ
り
所
を
考
え

さ

せ

て
く
れ
る
。

し
か
し
、
芭
蕉

は
滑
稽
を
旨

と
す

る
俳
諧
師

で
あ

る
。

そ
し

て
こ
の
紀
行

の
大
き
な

目
的

の

一
つ
は

、
各

地

の
俳
人

た

ち

と

の
交

流

で
も

あ

っ
た

。
芭
蕉

は
、

こ
の
旅

で
未
知

の
異
郷
を
訪

ね
、
未

知

の
人

々
に
も
出

会

っ
て

い
る

が
、
実

は
、

旅

先

の
と

こ
ろ
ど
こ

ろ
の
門
人
を
訪
ね
た
り
、

あ
る

い
は
紹
介

状
を
も

っ
て
世

話

に
な

っ
て

い
る
。
そ

し
て
、
そ

の
地

の

連

衆
と

の
俳
席

に

の
ぞ
み
、
歌
仙
を
ま

い
た
り
し

て

い
る
。

『笈

の
小
文
』

に
は
、
旅
に

つ
い
て
の
芭
蕉

の
考
え
が
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

(11)

さ

ん

や

か
い
ひ
ん

ざ
う
く
わ

こ
う

む

え

ふ

ぜ

い

す
み
か

山
野
海
濱
の
美
景
に
造
化

の
巧
を
見
、
あ
る
は
無
依
の
道
者
の
跡
を
し
た
ひ
、
風
情

の
人
の
実
を
う
か

が
ふ
。
猶
栖
を
さ
り

く
う
し
ゆ

く
わ
ん
ほ

が

ば
ん
し
よ
く

あ
ま

て
器
物

の
ね
が
ひ
な
し
。
空
手
な
れ
ば
途
中
の
愁
も
な
し
。
寛
歩
駕
に
か

へ
晩
食
肉
よ
り
も
甘
し
。
と
ま

る
べ
き
道
に
か
ぎ
り

あ
し
た

た
だ

よ
き
や
ど

わ

ら

ち

も

と
め

な
く
、
立
つ
べ
き
朝
に
時
な
し
。
只

一
日
の
ね
が
ひ
二
つ
の
み
。
こ
よ
ひ
能
宿
か
ら
ん
、
草
鞋

の
わ
が
足

に
よ
ろ
し
き
を
求
ん

ば
か
り

.

ひ

と

計

は

い
さ

・
か

の
お

も

ひ
な

り

。

時

々
気

を

転

じ

、

日

々
に

情

を

あ

ら

た

む

。
も

し

わ

つ

か

に

雅

あ

る

人

に
出

日
た

る

、

よ
ろ
こ

ひ

ご

ろ

に
く

す
て

へ
ん

ど

胖

び

か

ぎ

り

な

し

。

日

比

は

古

め

か

し

く

、

か

た
く

な

・
り

と

悪

み

捨

た

る
程

の
人

も

、

邊

土

の
道

つ

れ

に

か

た

り

あ

ひ

、

は

ぐ
わ
せ
き

で
い
ち
ゆ
う

こ
が
ね

か

き
つ
け

 に
ふ

・
む
ぐ
ら
の
う
ち
に
て
見
出
し
た
る
な
ど
、
瓦
石
の
う
ち
に
玉
を
拾
ひ
、
泥
中
に
金
を
得
た
る
心
地
し
て
、
物
に
も
書
付
、

人
に
も
か
た
ら
ん
と
お
も
ふ
ぞ
、
又
是
旅

の
ひ
と
つ
な
り
か
し
。

(
『笈
の
小
文
』)

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

よ
り
も
前

に
書

か
れ
た

『笈

の
小
文

』

に
、
芭
蕉

は

こ
の
よ
う

に
具
体
的

に
旅

の
本
質

に

つ
い
て

書

き
、
旅
す

る
中

で
も

っ
と
も
う
れ
し

い
こ
と
は

「風
雅
あ

る
人
」
と

の
出

会

い
だ
と
述

べ
て

い
る
。

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
旅
中
、
芭
蕉

は
多
く

の

們
風
雅
あ

る
人
」

に
出
会

っ
て

い
る
。
紀
行
文

の
中

で
名
前
を

あ
げ

て

い
る

だ
け

で
も
、
黒

羽

541



の
図
書
高
勝
、
須
賀
川
の
等
躬
、
仙
台
の
画
工
加
右
衛
門
、
尾
花
沢
の
清
風
、
大
石
田
の
俳
人
た
ち
、
羽
黒
山

の
図
司
佐
吉
、

531

鶴

岡

の
長
山
重
行
、
酒
田

の
不
玉
、
金
沢

の
何
處
と
北
枝
、
福
井

の
等
栽
な
ど
、
各

地

の
人

々
で
あ

る
。

芭
蕉
は

こ
の
人

々

に

あ
た
た
か
く
迎
え
ら
れ
、
旅

の
疲
れ
を

い
た
わ

っ
て
も
ら

つ
て

い
る

の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
時

に
は

こ

の
人

々
と
連
句
を

よ

ん

で

い
る
。
各

地

で
も
う
け
ら

れ
た
俳

席

の
中

で
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
本
文

に
言
及
さ
れ

て

い
る

の
は
五

ヶ
所

で
あ

る

が
、

『曾
良
随
行

日
記
』

に
よ
る
と
、
お
よ
そ
三
十
に
近

い
。

そ

の
俳
席

の
中

で
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
中

で
も

っ
と
も
く

わ
し
く
述

べ
ら

れ
て

い
る
大
石
田

で
の
俳
席

に

つ
い
て
見

て
み
よ
う

。
も

が

み

お
ほ

い
し
だ

い
ふ
と
こ
ろ

ひ

よ

り

ま
つ

こ
こ

ろ

か
く

最
上
川

の
ら
ん
と
大
石
田
と
云
所
に
日
和
を
待
。
爰
に
古
き
誹
諧
の
種
こ
ぼ
れ
て
、
忘
れ
ぬ
花
の
む
か
し
を
し
た
ひ
、
芦
角

い
っ
せ
い

一
声

の
心

を

や

は

ら

げ

、

此
道

に

さ

ぐ

り

あ

し

し

て
、

新

古

ふ

た

道

に

ふ

み

ま

よ

ふ
と

い

へ
ど

も

、

み
ち

し

る

べ
す

る

人

し

な

け

れ

ば

と

、

わ

り

な

き

一
巻

残

し

ぬ

。

こ

の
た

び

の
風

流

、
爰

に

至

れ

り

。

引
用
文

で
わ
か
る
よ
う

に
、
「
わ
り
な
き

一
巻
」
を
残
し
た
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
が
、

『曾
良
随
行

日
記

』

で
五
月

二
十
九

日

の
こ
の
大
石

田
で

の
芭
蕉

の
様
子
を

み
る
と
、

「発

・
一
巡
終

テ
、
翁
両
人
誘

て
黒
滝

へ
被
参
詣
。

予
所
労
故

止
。
未
尅

被

帰
。
道

・
俳
有
」
と
書

か
れ

て
い
る
。
大
石
田

で
の
俳
席
と
そ

の
交
流
は
、
芭
蕉
が
右

の
よ
う

に
述

べ

て

い
る
よ
り
は
る

か

に
楽

し
く
、
和
気
あ

い
あ

い
だ

っ
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

次

に
、
鶴
岡

か
ら
酒

田
に

い
た
る
部
分
を
見

て
み
よ
う

。

た
ち

な
か
や
ま

し
げ
ゆ
き

い
ふ
も
の

羽
黒
を
立
て
、
鶴
が
岡
の
城
下
、
長
山
氏
重
行
と
云
物

の
ふ
の
家
に
む
か

へ
ら
れ
て
、
誹
諧

一
巻
有
。
左
吉
も
共
に
送
り
ぬ
。

(12)



の
つ

み
な
と

え
ん
あ
ん
ふ
ぎ
よ
く

い
ふ
く

す

し

も
と

川
舟
に
乗
て
、
酒
田
の
湊
に
下
る
。
淵
庵
不
玉
と
云
医
師
の
許
を
宿
と
す
。

同
じ
く

『曾
良

随
行

日
記
』

に
よ

る
と
、

六
月
十
日
、

羽
黒

を
立

っ
て
申

の
刻
、
今

の
午
後
四
時

ご

ろ
鶴
岡

に
着

い
た

芭

蕉

は
、

一
休

み
し
た
後
、
夜

は
歌
仙
を
巻

い
て
い
る
。
以
後

鶴
岡

で
の
三
日
間
、
毎

日
俳
席

に
の
ぞ

ん
で

い
る
。

そ
れ

か

ら
六
月
十

四
日
は
、
酒

田
で
俳
席

に
の
ぞ

ん

で
い
る
。

五
月

二
十
九

日
か
ら
六
月

二
十

一
日
ま

で
、

大

石
田

・
新
庄

・

羽
黒

山

・
鶴
岡

・
酒
田

の
滞
在

に
あ

た
る
こ

の
二
十
三
日
間
、
十

四
日
も
俳
席

が
あ

っ
た
。
ま
さ

に
、

「風
流

に
遊

ぶ
」
旅

だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
地
方

の
俳

人
た
ち

と

の
活
発
な
交
流

は
、
右

の
引

用
文

で
わ
か

る
よ
う

に
、

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
本

文

に
は

ほ
ん

の

一
行

で
述

べ
ら
れ

て
し
ま

っ
た
り
し

て

い
る
。
そ

の
た

め
、

こ
の

[風

流
に
遊

ぶ
」
旅

は
、
文
章

の

合

間

に
隠

れ

て
し
ま
う
わ
け

で
あ

る
。
俳
諧
、
特

に
連
句
を

よ
む
世
界

の
人
間

関
係

に

つ
い
て
詳

し
く

知

っ
て
い
た

は
ず

の
当
時

の
蕉

門
や
俳
人
、

日
本

の
研
究
者

に
は
、

こ

の

一
行

で
も
十
分

こ
の

[あ
そ

び
」
、
そ

の
楽

し
さ

が
伝
わ

る
で
あ

ろ

う

。
ま
さ

に

[
風
流

に
遊

ぶ
、
呑

気

な
、
心
安

ら
か
な
」
旅

だ
と
う

な
ず
く

で
あ

ろ
う

。
し

か
し
、

こ
こ

で

「あ

そ
び
」

が
読

み
と
れ
る

の
に
は
、
俳
諧

に

つ
い
て
の
知
識

が
必
要
と

な

っ
て
く
る
。

そ

の
知
識
は
、

こ

の
紀
行

の
中

で
、
宗
教
的

で
悲
哀

に
満

ち
て

い
る
旅
と
は
ま
た
違
う
次
元

の
、
「風

流
に
遊
ぶ
、
呑
気
な
、
心
安
ら

か
な
」
旅

の
世

界
を
読

み
と

る
基

盤

に
な

る

の
で
あ

る
。

こ
の
紀
行
文

の
中

で
も

っ
と
も

切
な

い
条
と
思
わ
れ
る
曾
良
と

の
別
れ

の
場
面
を
見

て
み
よ
う

。

(13)

や
み

い
ふ

さ
き
だ
ち

ゆ
く

曾
良
は
腹
を
病

て
、
伊
勢

の
国
、
長
島
と
云
所
に
ゆ
か
り
あ
れ
ば
、
先
立
て
行

に
、

ゆ
き

ふ
す

 行
く

て
た
ふ
れ
伏
と
も
萩
の
原

曾
良

152



か
き
お
き

ゆ
く

の
こ
る

せ
き

ふ

と
書
置
た
り
。
行
も

の

・
悲
し
み
、
残
も

の

・
う
ら
み
、
隻
鳬

の
わ
か
れ

て
雪
に
ま
よ
ふ
が
ご
と

し
。
予
も
又
、

か
き

つ
け

今
日
よ
り
や
書
付
消
さ
ん
笠
の
露

151

八
月

五
日
、
病
気

の
た

め
伊
勢

の
方

に
先
立

っ
て

い
く
曾
良
と

の
別
れ

の
場
面

で
あ

る
。
今
ま

で
紀
行

文

の
中

で
主
人
公

芭

蕉

の
影

の
よ
う

に
見
え
隠

れ
し
て

い
た
同
行

の
曾
良

の
こ

の
俳
句

は
、
ち
な

み
に
韓

国

の
読
者

に
は

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
俳
句

の
中
で
も

つ
と
も
人
気

の
あ

る

一
句

で
も
あ

る
。

「師

と
別
れ

て
旅
を
続
け
、
道

中
行
倒
れ
た
と

し
て
も

、
そ
れ
が

萩

咲
く

野
で
あ
り
た

い
と
思

い
ま
す
」
・、
・
と

い
う
曾
良

の
思

い
は
、
悲
壮

で
美

し

い
。

こ
れ
に
答
え

て

、
芭
蕉
は

「今

日

よ

り

や
」
を
よ

ん
で

い
る
が
、

こ
の
句

の
意
味
は
、

「旅

の
出
発

に
あ
た

っ
て
笠

の
裏
に
、

『乾
坤
無
住
同

行

二
人
』
と
書

き

付

け

た
が
、
今

日
か
ら

一
人

で
旅

を
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
淋
し

い

一
人

に
な
る
が
、
笠

に
置
く
露

で
、

『同
行

二
人
』

の
文
字
を
消
さ

な
け
れ
ば

な
る
ま

い
。
」
(・。　
と
解
せ

る
で
あ

ろ
う
。

こ

の
別
れ
に
際
し

て
の
悲
し
み
は
、

江

戸
を
旅
立

つ
に

あ

た

っ
て
の
門
人
た
ち
と

の
別
れ
よ
り
、
は
る
か

に
芭
蕉

の
身

に
し
み

て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
し

て
ま
す
ま
す
孤
独
に

包

ま
れ

て
い
く
芭
蕉

の
姿

が
見
え

て
く
る
。

へ
だ
て

こ
の
翌
日
、
芭
蕉
は
全

昌
寺

で
泊
ま
り
な
が
ら
前

の
晩
そ

こ
に
泊
ま

っ
た
曾
良

が
残
し
た
句

を
前

に
し

て
、

=

夜

の
隔
、

千

里
に
同
じ
」
と
切
な
く
曾
良
を
思

い
や
る
。
ま
た
、
夜
は
あ
ま
り
熟
睡
も

で
き
な
か

っ
た
よ
う
な
そ
ぶ

り

で
、
翌
日

の
朝

し
お
こ
し

早
く
い
か
に
も
あ
わ
た
だ
し
く
慌
て
て
い
る
よ
う
に
し
な
が
ら
全
昌
寺
を
立

っ
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
汐
越
の
松
を
み
て
、
松

岡
の
天
竜
寺
を
訪
ね
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
来
て
、
実
は
金
沢
の
俳
人
北
枝
が
金
沢
か
ら
同
行
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
い
い

を
り
ふ
し

 な
が
ら
、
「所

々
風
景
過
さ
ず
思
ひ
つ
"
け
て
、
折
節
あ
は
れ
な
る
作
意
な
ど
聞
ゆ
」
と

い
う
。
北
枝
に
つ
い
て
述

べ
て
い

る
芭
蕉

の
こ
の

一
言
は
、
曾
良
と
別
れ
た
後
、
北
枝
と
歩
い
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
旅
の
様
子
の

一
段
を
う
か
が
わ
せ
る
。
芭

蕉

の
ポ
ー
ズ
か
ら
す
る
と
、
曾
良
と
別
れ
て
か
ら
以
後
、
異
郷
の
も
と
で
天
涯
孤
独

の
身
の
よ
う

に
見
え
た
が
、
実
は
そ

ゆ



う

で
は
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

で
は
、
曾
良

と
別

れ
る
際

の
あ

の
激

し
過
ぎ

る
よ
う

に
み
え

る
二
人

の
悲

し

み

の
ポ
ー
ズ
は
、

ど
う

解
す

れ
ば

よ

い
で

あ

ろ
う
か
。
上
野
洋

三
氏

は
、
曾
良

は
、

「死
を
覚
悟
し

つ
つ
も

、
な
お
生
ま
身

の
人
間
と
し

て
、
生
き

て

い
る
か
ぎ
り
可

能

な

ユ
ー
モ
ア
を
見
出

し
て
行

く
こ
と
」

で
あ

っ
て
、

「死
を
正
面

に
据
え

て
、
そ
れ
を
含

み
超
え

た
笑

い
を
目
ざ
」
し

て

い
る
と

い
う
。
だ

か
ら
、
彼

の
残
し
た
書

置
き
は
、

「
…
…
伏

ス
ト

モ
ヨ
イ
、

一
向

ニ
カ

マ
ワ
ヌ
、
身

ニ
ト

ッ
テ
後
悔

ハ
ナ

イ

」

の
意
味

に
解
釈
す

べ
き

で
あ

っ
て
、
曾
良

の
書
置

き
に
答
え

て
芭
蕉

が
よ

ん
だ

「今

日
よ
り

や
」

の
句

の
意
味

は
次

の
よ
う

に
な
る
と

い
う
。
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あ

な

た

が

、

死

を

正

面

に
据

え

て

い
る

こ

と

に
、

わ

た
く

し

も

正

面

か
ら

向

き

合

い
ま

し

ょ
う

。

そ

の
現

実

的

な

処

置

の

一

端

と

し

て
、

「今

日
」

こ

の
場

か

ら

、

あ

な

た

に

か

か

わ

る

「
書

付

」

を

、

わ

た

く

し

は

、

み
ず

か

ら

の
こ

の
手

で

抹

消

し

ま

し

ょ
う

。

ど

う

ぞ

、
後

顧

の
憂

な
く

邁

進

し

て
く

だ

さ

い
。
.,
.

春

の
日
、
江
戸
を
旅
立

っ
て
四

ヵ
月

以
上
も

一
緒

に
歩

い
て
き
た

こ

の

「
同
行

二
人
」
が
別

れ
る
時

、
す

で
に
季

節
は

秋

を
む

か
え

て

い
た
。

こ

の
秋

の
季
節

、
旅

の

「同
行

」
と
し

て

の
役

目
を
果

た
せ
ず

師
と

の
別

れ
を
前

に
し
た
曾

良

の

「
萩

の
原
」

の
書
置
き

に
、

芭
蕉
は

「
露
」
と

い
う
同
じ
秋

の
自
然

を
も

っ
て
答
え
る
。

こ
こ
に
お

い
て

の
こ

の
二
人

の
姿

か

ら

は
、

一
見

死
を
覚
悟

し
た
よ
う
な
悲

し
く

て

つ
ら

い
別
れ

の
向

こ
う

に
、
俗
世

を
逃
れ

て
自
由

を

謳
歌
す

る

「
ユ
ー

モ

ア
」

の
あ
る
真

の
風
流

人

の
姿

が
浮

か
ん

で
く

る
。

こ

の
後
、
芭
蕉

は

こ
こ
ま

で
に
は
な
か

っ
た

「呑

気
な
、
心

安
ら

か

な
旅

」
を

ひ
ろ
げ

て

い
く
が
、

こ
の
切

な

い
悲

し
み

の
場
面

と
相

反
す

る

そ

の
様
子

は
、

こ
の
よ

う
な

「
ユ
ー

モ

ア
」

の
上

で
あ
れ
ば

こ
そ
理
解

で
き

よ
う
。

啣



曾
良

と
別
れ
て
か
ら
十

日
ほ
ど
経

っ
た
八
月

十
四
日
、
夕
方

に
な

っ
て
敦
賀

の
港

に
着

い
て
宿
を

と

っ
た
芭

蕉
は
、
宿

の

主

に
す
す

め
ら
れ
て
酒
を
飲

ん
で
、
気

比
神
社

に
夜
参

し
て

い
る
。
こ

の
紀
行
文

で
酒

が
出

て
く

る

の
は

、
こ
こ
が
は
じ
め

て

で
あ

る
。
そ

れ
か
ら
、
入
月
十
六
日
は
、
種

の
浜

に
船
を
走
ら
せ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
見

て
み
よ
う
。

149

は
れ

い
ろ

は

か
い
し
や
う

て

ん

や
な
に
が
し

い
ふ

十
六
日
、
空
霽
た
れ
ば
、
ま
す
ほ
の
小
貝
ひ
ろ
は
ん
と
、
種

の
濱
に
舟
を
走
す
。
海
上
七
里
あ
り
。
天
屋
何
某
と
云
も

の
、

わ

り

こ

し
も
べ

お
ひ
か
ぜ

ふ
き

つ
き

破
籠

・
小
竹
筒
な
ど
、
こ
ま
や
か
に
し
た

・
め
さ
せ
、
僕
あ
ま
た
舟
に
と
り
の
せ
て
、
追
風
時
の
ま
に
吹
着
ぬ
。
濱
は
わ
つ
か

あ

ま

こ

い

へ

わ
び

ほ

つ
け

で
ら

こ
こ

た
へ

 な
る
海
士
の
小
家
に
て
、
侘
し
き
法
花
寺
あ
り
。
爰
に
茶
を
飲
、
酒
を
あ
た

・
め
て
、
夕
ぐ
れ
の
さ
び
し
さ
感
に
堪
た
り
。

寂
し
さ
や
須
磨
に
か
ち
た
る
濱
の
秋

浪
の
間
や
小
貝
に
ま
じ
る
萩
の
塵

其
日
の
あ
ら
ま
し
、
等
栽
に
筆
を
と
ら
せ
て
寺
に
残
す
。

福

井

の
俳
人
等
栽

が
同
行

し

て

い
る
種

の
浜

で
、

[
茶
を
飲

、
酒
を
あ

た

・
め
」
な

が
ら
過
ご

し
て

い
る

こ

の

一
時
は
、

こ

の
紀
行
文

の
中

で
も

つ
と
も

の
ん
び
り
と
し
た
場
面

で
あ

ろ
う
。

こ
れ
か
ら
五

日
後

の
八
月

二
十

一
日
、
芭
蕉

は
こ
の
旅

の
終

わ
り

の
地

で
あ
る
大
垣

に

つ
い
て

い
る
が
、
種

の
浜

で

の
舟

遊
び

に
見
ら

れ
る
こ

の
様

子
か
ら

一
転

し
て
、
「
駒

に
た

す

け
ら

れ
て
大

垣

の
庄

に
入
」

っ
た
と
、

い
か

に
も
疲

れ
果
て
た
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

こ
れ
は
、
旅

の
第

一
日
目

の
夜
、

千

住
か
ら
わ
ず
か
三
里

に
も
な
ら
な

い
草
加

に

「た
ど
り
着
」

い
た
と
述

べ
て

い
た

こ
と
と
通
じ
合
う
も

の
で
あ

ろ
う
。

こ

れ

ら

の
表
現

の
奥

か
ら
、
前
述
し
た
曾
良
と

の
や
り
と
り
に
見

ら
れ
る

「
ユ
ー
モ
ア
」
を
感
じ
ず

に
は

い
ら
れ
な

い
。
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五

こ
れ
ま

で
見

て
き

た

よ
う

に
、

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
世
界

は
、

一
見
悲
哀

な

る
求
道
的

な
旅

の

よ
う

に
見

え

る
が
、

「風

流
に
遊
ぶ
、
呑
気
な
、
心
安

ら
か
な
」
旅

の
要
素

が
、
巧
妙
に
入
れ
あ

っ
た
形

で
進
行

し
て

い
く

。
桜
井
武
次
郎
氏
は
、

「俳

諧

で
習
熟
し
た
趣
向

と
表

の
趣
向

を
見
事

に
使

っ
て
文
章

に
二
重

構
造
を
施
し

て

い
る
と

こ
ろ
に
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

解

釈
上

の
奥

深
さ

が
あ
る
」
(,
・
と
指
摘

し

て

い
る
が
、
ま
さ

に
そ

の
通
り

で
あ

ろ
う

。

『お
く

の
ほ
そ

道
』

を
読
む

に
あ

た

っ
て
、

「
俳
諧
」
が

わ
か

っ
て

い
る
か

い
な

い
か
は
、
大
き
な
境

目
に
な

る
。

「
俳
諧
を
習
熟
」

し
た

読
者

に
は
、

こ

の

作

品

の

「表

の
趣
向
」
、

つ
ま
り
悲

哀

で
孤
独
な
旅

の
世

界
だ
け
で
な
く
、

「俳
諧

で
習
熟

し
た
趣
向

」
、

い
わ
ば

「風
流

に

遊

ぶ
、
呑
気

な
、
心
安

ら
か
な
」
旅

ま

で
が

よ
み
と
れ
る

で
あ

ろ
う
。
俳
諧
を

「
習
熟
」

し
て

い
な

い
ば

か
り
か
、
俳
諧

を

作
り
出

し
た
文
化

の
か
な
た

に
あ

る
韓
国

の
読
者

に
、

こ
の
作

品

の

「表

の
趣
向
」

の
悲

哀
な
る
世

界

し
か
読
取

れ
な

い

の
は
、
あ

る
意
味

で
は
当

た
り
前

か
も
知
ら
な

い
。

韓
国

に
お
け

る
こ

の
作
品

の
読

み
と

い
う

の
は
、
ひ
と

こ
と

で
い
え
ば
、
宗

教
的

で
悲
哀

的
な
旅
人

、
す
な
わ
ち

「表

の
趣
向
」

の
読

み
と

通

い
あ
う
。

世
俗
生
活

は

つ
ね
に
新
し

い
文

化

の
創
造

に
向

か

っ
て
発

展
す

る
こ

と
を
理
想
と
す

る

が

、
宗
教

生
活
は

つ
ね
に
存
在

の
起

源

に
向

か

っ
て
遡

っ
て

い
こ
う
と
す

る
回
帰
性

が
あ

る
と

い
う

。
歌

枕
、
先
行
詩

人

た

ち

の
跡
、
由
緒

深

い
寺
社
、
古
戦

地
を
た
ず

ね

て
歩
く
芭
蕉

の
姿
か
ら

は
、

こ
の
よ
う

な

[回
帰
性

」

の
よ
う
な

も

の

が

う

か
が

わ
れ
る
。

そ
れ

に
、
と

こ
ろ
ど

こ
ろ
で
は
芭
蕉

自
ら

の
宗
教
的

な
ポ

ー
ズ

が
加
え

ら

れ
て

い
る
。
そ

の
た
め
、

宗

教

的
な
旨

の
こ
と
ば
な
ど
、

ほ
と

ん
ど
語

っ
て

い
な

い
に
し

て
も
、

こ

の
作
品

の
世
界
は
宗
教
的

な

雰
囲
気

に
包

ま
れ

て

い
る
か

の
よ
う

に
感
じ
ら

れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
か

ろ
う

か
。
現

に
、

芭
蕉
を
修
行

僧
と
思

い
込

ん

で
し
ま

っ
て

い
る

多

く

の
韓
国

の
読

者
が
そ

の
あ
か
し

で
あ

ろ
う
。

(17)

 

幽



一
九

八
○
年

、
佐
藤
和
夫
氏

は
、
外
国

に
お
け

る
芭
蕉
受

容

の
ひ
と

つ
の
特
徴

と
し

て
、

「芭
蕉

の
詩
と

ラ
イ

フ

・
ス
タ

イ

ル
は
東
洋
人

に
は
迎
え
ら
れ
ず

、
も

っ
ぱ

ら
西
欧
人

に
よ

っ
て
語
ら
れ

て
い
る
」
(、)
こ
と
を
指
摘

し
て

い
た
。

こ
の
指
摘

は
、
中
国

の
場
合

は
詳
し
く

は
知

ら
な

い
が
、
韓

国

の
場
合

は
芭
蕉

だ
け

で
な
く
俳
句

に

つ
い
て
も
、

指
摘

の
通
り

で
あ

っ

た

。
ま
た
、
そ

の
状
態

は
、
こ

の
国
で
は
ほ
ぼ

一
〇
年
以
上
続

い
て
い
た
と

い
え

よ
う
。

そ
れ
か
ら

二
〇
年
経

っ
た
今
、
芭
蕉

は
韓
国

の
研
究
者

に
、
韓
国

の
代
表
的
な
現
代
詩
人

に
、

そ
し

て

一
般
読
者

に
、

そ

れ

ぞ
れ

に
受
け
入
れ

ら
れ
て

い
る
。

一
九
九

八
年
、

『お
く

の
ほ
そ
道
』

の
韓
国
語
訳

・,・
が
出
版

さ
れ

た
ほ
か
に
、
芭
蕉

や

蕪

村

の
俳
句
集

の
翻
訳

@

も
出

て
い
る
。
そ
れ

に
、
注

目
す

べ
き
な

の
は
、

韓
国

の
現
代
詩
人

に
よ

っ
て
、
俳
句
翻
訳
集

・u

が
出
て
、
そ
れ
が

一
般
読
者

に
か
な
り

の
反
響
を
起

こ
し
た
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
芭
蕉
に

つ
い
て
は
か
な
り
調

べ
た
は

ず

の
こ
の
現
代
詩
人
は
、
そ

の

「後
書
き
」

に
芭
蕉
が
出
家
し
た
僧

だ
と
書
く
あ

や
ま
ち
を
お
か
し

て

い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況

の
中

で
目
立

つ
の
は
、
芭
蕉
が
も

っ
ぱ
ら
悲

哀
に
満
ち
た
旅
人
と
受
け
入
れ
ら
れ

て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま

た
、
彼

の
俳
句
は
、

こ
の
世
を
超
越

し
た
何
か
を
求

め
て
の
も

の
の
よ
う

に
受
け
止

め
ら

れ
て

い
る
。

こ
れ
は
、
韓
国

に

お

い
て
の
芭
蕉

が
、

日
本

か
ら
直
接
と

い
う

よ
り

は
西
欧

に
紹
介
さ

れ
て

い
る
の
を
通

し
て
間
接
的

に
受

け
入

れ
ら

れ
て

い

た

こ
と
、
特

に
禅

の
哲
学

や
、

ア
メ
リ
ヵ
の

エ
ズ

ラ

・
パ
ウ
ン
ド

へ
の
影
響
な
ど

の
知
識

に
よ

っ
て
理

解

さ
れ
て

い
た
こ
と

と

も
関
係
が
あ
る

で
あ
ろ
う

。

「あ

て
ど
も

な

い
道
を
ど

こ
ま

で
も
歩

い
て

い
く
孤
独

な
旅
人
」
。

こ
れ
は
日
本

に
お
け
る

「俳
句

の
習
熟
」
と

は
距
離

の
あ

る
多
く

の

一
般

の
人

々
の
芭
蕉
像

の

一
つ
で
あ

ろ
う
。
そ
う

い
う
人

々
は
、
実
際

の
芭
蕉

の
旅

が

そ
れ
ほ
ど
ま

で
に
孤

独

な
旅

で
は
な
か

っ
た
し
、
所

々
で
俳
席

に
の
ぞ

み
、
各
地

の
俳
人
た
ち
と
も
交
流
し

て

い
た
と

い
わ

れ
る
と
、

が

っ
か
り

し

た
り
、
時

に
は

「孤
独
な

る
芭
蕉
像
」

に
反
感
を
示
す
場
合
も
あ

る
よ
う

で
あ

る
。
今

の
と

こ
ろ
、

韓
国

に
お
け

る
芭
蕉

像

は
、

こ
れ
と

ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な

い
よ
う
な
気

が
す

る
。
特

に
、
韓
国

の
場
合
は
、

こ
れ

に
宗
教

の
色
が
加
わ

っ
て

い
る

147(is)



こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う

。

助(

こ
れ
か
ら

の
韓
国

に
お
け
る
芭
蕉

の
研
究

お
よ
び
紹
介

は
、
俳
諧
文
芸

が
本
来

に
持

つ
ユ
ー
モ

ァ
や

ウ
ィ

ッ
ト
な
ど

の

滑

稽
性

に

つ
い
て
、

よ
り
力

を
入

れ
る
べ
き

で
あ

ろ
う

。
涙

や
悲

し
み
と
違

っ
て
芭

蕉

の
笑

い
、
俳

諧

の
笑

い
が
伝

わ

る

の
は
難

し

い
か
も
知

れ
な

い
が
、
悲
哀

に
満
ち
た
修
行
僧

的
な

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
世
界
を
超
え

て

、

「風
流

に
遊
ぶ
、

呑

気
な

、
心
安
ら
か

な
」

旅

の
世
界

が
見
え
た
時

こ
そ
、

こ
の
作
品

の
本
当

の
理
解

に
近
づ

い
て

い
く

だ

ろ
う

と
思
う
か

ら

で
あ

る
。
ま
た
、
俳

諧
と

い
う
文
芸

ジ

ャ
ン
ル

の
持

つ

「あ

そ
び
」

の
要
素

に

つ
い
て
の
理
解

こ
そ

、

日
本
文

化

の
真

の
理
解

に

つ
な

が
る
も

の
で
あ
る
と
思
う
か
ら

で
あ

る
。

『お
く

の
ほ
そ
道
』
は
、
俳
諧

の
、

そ
し
て
日

本

の

「
あ
そ
び
」
、

「笑

い
」

と

「
ユ
ー

モ
ア
」

の

一
面
を
う

か
が
え

る

の
に
、
よ

い
材
料

の

一
つ
で
あ

ろ
う

。
そ
う

い
う
意

味

で
も

こ
の
作
品

は
、
普
遍
的

で
多
様

な
回
路
を
も

つ
文
学
世
界
を
明
示
し

て

い
る
と
言
え

よ
う
。

・1
井
本
農

一
「
お
く

の
ほ
そ
道
論
」

(芭
蕉
の
本
6

『漂
白
の
魂
』
角
川
書
店

一
九
七
〇
)

…

本
稿
に
お
け
る

『お
く
の
ほ
そ
道
』
お
よ
び
芭
蕉
の
俳
句

・
俳
文
、
曾
良
の

『曾
良
随
行
日
記
』
の
本
文
引
用
は
、
『校
本
芭
蕉
全
集
』

(富
士
見
書
房
)
に
よ
る
。

…

『曾
良
随
行
日
記
』

に
よ
る
と
、
こ
の
旅
の
第

一
日
目
の
夜
は
粕
壁
に
泊
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
芭
蕉

が
草
加
に
泊
ま

っ
た
と

書

い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
芭
蕉
の
記
憶
違

い
説
、
芭
蕉

の
意
識
的
な
虚
構
説
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま

ず
紀
行
文
の
本
文
に
基
づ
い
て
論
旨
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

i
・萩
原
恭
男

『芭
蕉

お
く
の
ほ
そ
道
』
岩
波
文
庫

一
九
七
九

…

新
編
日
本
文
学
全
集

『松
尾
芭
蕉
集
②
』
小
学
館

一
九
九
五

螂



.、
・
上

野

洋

三

『芭

蕉

論

』

筑

摩

書

房

一
九

八

六

一,
・
桜

井

武

次

郎

「
『曾

良

日
記

』

で

『
お

く

の
ほ

そ
道

』

の
虚

構

は

ど

こ
ま

で
明

ら

か

に
な

る
か

」

(
『国

文

学

』

一
九

九

三
、

二
)

・,
,
佐

藤

和

夫

「
外

国

人

の
見

た

芭

蕉

」

(
別

冊

国

文

学

『
芭

蕉

必

携
』

一
九

七

九

)

・。
,
拙

訳

『芭

蕉

の
俳

句

紀

行

I
l

お
く

の

ほ

そ
道

』

バ

ダ
出

版

社

"
ソ
ウ

ル

、

一
九

九

八

一り

柳

・
オ

ク

ヒ
訳

『松

尾

芭

蕉

の
俳

句

』

民

音

社

"
ソ
ウ

ル

、

一
九

九

八

崔

・
チ

ュ
ン

ヒ
訳

『俳

句

一
七

文

字

の
詩

』

パ
ギ

ジ

ョ
ン

"
ソ

ウ

ル
、

二

〇

〇

〇

一り

柳

・
シ

フ

ァ
訳

『
一
行

も

長

す

ぎ

る
』

イ

レ

"
ソ
ウ

ル
、

二

〇

〇

〇
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