
『笈

の

小

交

』
の

風

雅

観

ご

『荘

子

』

の

廣

田

二

β百
窩

『
笈

の
小
文
』
は
、
俳
譜
文
藝

と
し

て

一
つ

の
す
や

れ
た
作
品

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く

、
そ

の
冒
頭

の

一
節

に
は
、
芭
蕉

の
風
雅
観

に

甥
す

る
根
本
精
神
が
最
も
明
か

に
、
か

つ
力
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ

の
風

雅
観

が

『
荘
子
』

の
影
響
を
深
く
受

け

て
い

る

こ
と
は
、
頴
原
退
藏
博

士
が
『
芭
蕉
講

座
』
嚢

旬
篇

の
総
読

そ

の
他

で
読
か
れ

て
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
芭
蕉

に
お
け
る

『
荊

子
』

の
影

響

は
、
最
初
は
た
だ
そ

の
寓
言
を
俳
譜

に
移
す

こ
と
を
喜

ん
で
い
た
よ
う

で
あ

る
が
、
郭
象

の
註

に

『
蕪

子
』

が
す

べ
て
自
得
を
尊

ぶ
意

か
ら
出
た
も

の
で
あ
る
と
解
繹

し

て
い
る
の
に
、
芭
蕉

は
大
攣
深

い
感
銘

を
畳

え
た

ら
し
い
。
自
得

と
は
、
自
然

に
鷹

じ

て
お
の
す

か
ら

落

ち

つ
く

と

こ
ろ
が
・あ
る

こ
と
を
い
つ
た

の
で
、
そ
れ
は

や
が

て

「
遭

化
に
随

ふ

」
と

い
う
考

え
に
通
す

る
も

の
で
あ
る
、
と

い
う

の
が

博

士

の
所
読

の
要
旨

で
あ

る
。

こ
れ
は
註

糧
家
ゐ

お
ち

い
り
が
ち
な

引

用

語

句

の
出

典

の
軍
な
る
博
捜

に
絡

る
と

い
う

こ
と
を
せ
す

、

『
笈

の
小
文
』

に
封
す

る

『
荊

子
』

の
思
想
内
容

そ
の
も
の
の
影
響

を
明
ら
か

に
し

て
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
わ
た
く

し
は
、

と
の
窯

に

ま
な
び
な

が
ら

、
さ
ら

に
語
句

や
表
現
の
端

々
に
ま

で
も
注
意
し

て
い
つ
て
、

『
笈

の
小
文
』

の
風
雅
親

に
お
け
る

『
荊

子
』

の
か
か
わ

り
方
が
具
饅
的

に
ど
ん
な

ふ
う

で
あ
り
、
か

つ
、
そ

の
か
か
わ
り
の
意
味

は
ど
ん
な

も

の
で
あ
る
か
を
見

て
い
つ
て
み
た

い
と
思

う
。

『
笈

の
小
交
』

に
お
け
る

『
蕪
子
』

の
影
響

に
注

意
し

て
、
そ

の
語
句

に
つ
い
て

『
荘
"子
』

を
出
典
と
し

て
設

い
て
い
る
も

の
に
は
、

『
笈
の
小
丈
』
の
風
雅
観
と

『
蕪
子
』
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人

文

研

究

第

九

輯

岩

田
九
郎
氏
著

の

『
大
芭

蕉
全
集
』
紀
行
編

が
あ
る
。
同
書

に
は

『
笈

の
小
文
』

の

時
は
冬

よ
し
野
を

こ
め
ん
族

の
つ
と

こ
の
句

は
露
浩

公
よ
り
下
し
給

は
ら

せ
侍

り
け
る
を
、

は
な

む
け

の
初

と
し
て
、
奮
友

、
親
疎

、
門
人
等
、
あ

る
は
詩
歌
文
章

を
も

て
訪

ひ
、
あ
る
は
草
鮭

の
料
を
包

み

て
志
を
見
す
。
か

の
三
月

の
糧

を

集

む

る

に
力
を
入
れ
す

、
紙

子
、
綿
小
な
ど

い
ふ
も

の
、
帽

子
、
し
た

う
つ
や
う

の
も

の
、
心

々
に
贈

り

つ
ど

ひ

て
、
霜
雪

の
塞
苦
を

厭
ふ

に
心
な

し
。

と
あ

る
文
中

の
、

「
か

の
三
月

の
糧
を
集
む
る

に
力
を
入
れ
す

」
は
,

『
蕪
子
』

「
遣
遙

遊
」

の
、
「
適

二
百
里

一
者
宿
春

レ
糧
、

適

二
千
里

者

一
三
月
聚

レ
糧
。
」

に
よ

つ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し

、
ま
た
、

さ
れ
ど
も
、
そ

の
所

々
の
風
景
心

に
残
り
、
山
館
野
亭

の
苦

し
き
愁

も
、
か

つ
は
話

の
種

と
な
り
、
風

雲

の
た

よ
り
と
も
思

ひ
な

し

て
、
忘
れ
ぬ
所

々
、
跡

や
先

や
を
書

き

集

め
侍

る

ぞ

、
な
ぼ
醇

へ
る
者

の
猛
語

に
ひ
と

し
く
、
寝
ね
る
人

の
譜

言
す
る
類

に
見
な

し

て
、
人
ま
た
亡
嘉

せ
よ
。

の

「
亡
蕩

せ
よ
」

は
、

『
薙

子
』

「
齊

物
論
」

の
、

「
爲

レ
女
妄

二
言
之

一、
女
以
妄

二
嘉
之

一」
。

を
典
擦

と
し

て
い
る
と
読

い
て
あ
る
。

頴
原
博
士

の

『
芭

蕉
』

(
日
本
古

典
讃
本
)
、
横

澤

三
郎

氏

の

『
芭

蕉
講
座
』
紀
行
編

に
も
同
檬

に
読

か
れ

て
あ
る
。

　
じ

つ
ぎ

に
今
井

丈
男
氏

に
、
芭
蕉

に
お
け
る

『
荘
門子
』

の
思
想

の
影
響

に

つ
い
て
の
考
究
が
あ

る
が
、
同
氏
は

『
笈

の
小
文
』

に
お
け
る

,

(
二

)

『
蕪

子
』

の
影

響

と
し

て
、
右

へ
さ
ら

に

つ
ぎ

の
三
箇

所

を

加

え
た

。

す

な

わ

ち

、

百
骸

九
籔

の
申

に
物

あ
り

。

か
り

に
名

付

け

て
風
羅

坊

と

い
ふ
。

の

「
百
骸

九
籔

」

は
、

『
蕪

子

』
雀

一
の

「
百
骸

九
籔

骸

而
存

焉

。

」

に

よ

つ

て

い
る
も

の

で
あ

り

、

「
物
あ

り
。

か
り

に
名

付

け

て
」

は

、

『
荘

子
』

巻

二

の
、

「
南

海

之
帝

爲

レ
傾

、

北

海

之
帝

爲

レ
忽

、
中

央

之

帝

露

二
渾
沌

一。

憔
與

レ
忽

時

相

二
遇

於

渾

沌

之

地

一
、

渾

沌

待

レ
之

甚

誰
[。

値
…與

ヒ
忽
諜

報

二
渾
沌

之
徳

一
。

日
、

人
皆

有

一'七
籔

一
、
以

覗
辣

食
息

。

此

猫

光

レ
有

、
嘗

試

馨

レ
之

、

日
馨

二
一
籔

一
、

七

日

一88一



而

渾
沌

死
。
」

に
よ

つ

て

い
る

も

の

で
あ

る
と
す

る

。

「
物

あ

り

。

か
り

に
名

付

け

て
」

は
、
「
な
.に
な

に
と
明

示
す

る

こ
と

は

で
き

な

い

が

、
な

に
か

が

あ

る
。

明

示

す

れ
ば

固
定

す

る

か
ら

、

『
か

り

に
名

付

け

て
』

と

い

つ

て
い
る
。
」

と
解

糠

し

、

さ

ら

に

『
老

子
』
第

二
十

五
章

「
有

レ
物

混

成
、
先

二
天

地

哺生

、
宗

分

冥
分

、
猫

立

而

不

レ
改

、

周

行

而

不

レ
殆

、

可

以

爲

二
天

下

母

「
。

吾

不

レ
知

二
其

名

一
。
故

字

レ

之

日

レ
道

、
強

爲

二
之
名

一
日

レ
大

。
」

を
引

用
し

て
、

こ

こ

の
意

味

を
明

ら

か

に
す

る
。

こ

の
老
荘

に
よ

る
解

輝

は

、

頴

原

博
士

か

ら

同

意

と
賞

讃

を

得
た

と

の
こ
と

で
あ

る
が

、
た

し

か

に
、

從

來

の
解
繹

を

一
歩

進

め
た

も

の
で
あ

る
。

つ
ぎ

に
、

つ
ひ

に
無
能

無

才

に

し

て
、

た

だ

こ

の

一
筋

に

つ
な

が

る
。

は

、
芭
蕉

が

「
蓑

虫

詮

蹟

」

に

、

「
そ

の
無
能

不
才

を
感

す

る

こ
と

は

、

ふ

た
た

び
南
花

の
心
を

み
よ

と
な

り

。

」

と
書

い

て
い

る

こ
と

か
ら

、

こ
れ

も
荘

子
的

思
想

を

背

景

に
考

え

て
み
な

け
れ

ば

な

る
ま

い
と
読

い

て

い
る
。

こ
う

し

て
、

『
笈

の
小
文

』

の
本

文

に
樹
す

る

『
蕪

子
』

の
影
響

は

次
第

に
明

ら
か

に
さ
れ

て
來

た

の
で
あ

る
が

、

さ

ら

に

こ

の
鮎

を

く

わ

し
く

見

て

み

る
た

め
、
本

丈

の
記
述

の
順
序

に
從

つ
て
考
察

し

て

い
く

こ
と

に
ず

る
。

「
百
骸

九
籔

の
中

に
物

有

。
」

　
ニ
じ

こ
の

「
物

」
は

、
古
く
か

ら
日
本

で
考

え
ら
れ

て
い
る

「
漿
的
存

在
」

の

一
種
類

、

「
人
間

の
生
籔
」

で
あ
る
と
読

か
れ

る
風
巻
景
次

り

　

郎

氏

の
読

は

、

興

味

深

い
示

唆
を

與

え

て
く

れ

る
。

『
奥

の
細

道

』

の

「
そ

ぞ

ろ
紳

の
も

の

に
つ
き

て
」

の

「
も

の
」

も

こ
れ

に
よ

つ

て

明

ら
か
な

解

繹

を

與

え

ら
れ

る
。

し

か

し

、
芭
蕉

の

こ

の

「
物

」

は

、

日
本

で
古

く
か

ら

考

え
ら

れ

て

い
る

「
も

の
」

で
あ

る
だ

け

で
な

く

、

『
蕪

子
』

や
、

さ
ら

に
さ

か

の
ぼ

つ
て

『
老

子

』

に
お

け

る

「
物

」

と

の
關

係

が
考

え

ら

れ

る
と
思

う

。
老

荘

に
お

い

て
は

、
物

は

汎

騨
論

的

に
考

え

ら
れ

、
造

化

(
眞

宰

)

の
作

用
が

、

人
間

の
意

識

で
と
ら

え
ら
れ

る
よ

う

に
現
象

化

し

た

も

の
が

(
物
)

で
あ

る

と

さ

れ

て

い
る
。

「
物

」

は

、

そ

れ
故

、

翠

な

る
物
質

、

物
髄

だ

け
を

さ
す

の

で
は
rな

く

て
、

人
間

の
意

識

、

心
を

も
含

め

た
、
物

的

精

棘

的

な

、
あ

ら
ゆ

る
存

在
す

る

も

の
を

さ
し
、

そ
し

て
、

そ

の
あ

ら
ゆ

る
存

在

す

る
も

の
を
存

在

せ

し

め

て

い
る
宇
宙

の
實

艘

的
生
命

の
現
象

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
観
と

『
荘
子
』
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も



人

丈

研

究

第

九

輯

的

顯

現

で
あ

る

と
見

ら
れ

て
い
る

の

で
あ

る
。

こ

う

し
た

「
物

」
は

、
『
老

子
』

『
蕪

子
』

の
中

に
、
激

限

り

も
な

く

醜

て
き

て

い
る
。

後

に
述

べ
る

よ

う

に
、
天

和

か
ら

貞

享

に
か

け

て
、

『
荘
"子
』

全
雀

を

熟

讃

反
覆

し

た

と
思

わ

れ

る
芭

蕉

の

『笈

の
小
文

』

の
冒

頭

に
お

け

る

「
物

有

」

と

い
う
卒

然

た

る
表

現

は
、
老

蕪

的
思

想

の
背

景

と
意

識

の
深

暦

に
お

い
て
結

び

つ

い

て
い
る

も

の
と
見

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

で
あ

ろ

う
。

今
井

氏

は

、
さ

き

に
も
見

て
き

た

よ

う

に
、

こ

こ
を

、

「
な

に
な

に
と
明

示

は

で
き
な

い
が
、

な

に
か

が

あ

る
。

」

と
解

し

て

い
ら
れ

る
が
、

し
か

し
、

輩

に
そ

れ

だ

け

で
は

な

く

、

あ

き
ら

か

に

「
有

レ
物

混

成

」

の

「
有

物

」
が
投

影

し

て

い
て
、

人
間

精

榊

の
基
底

に
お

い
て
造
化
と
合

一
す
る

「
も

の
」
が

百
骸
九
籔
ー

自

分

の
其
艘
的

現
實
的
な
肉
艦
i

の
中

に
あ
る

の
だ
と

い
う

こ
と
を

い

つ
て

い

る

の
だ
と
解

さ

れ

る
。

そ

れ

は

、
右

の

『
老

子
』

の

「
物

」
が

宇

宙

的

實

髄

的

な

存

在

を

意

昧

す

る
も

の
で

あ

る
こ

と
、

ま

た

、

こ

の

「
百
骸

九
籔

」

の
語

の
出

典

で
あ

る

『
荘

子
』

「
齊

物
論

」
を

み

て
み
る

と

、

「
百

骸

九
籔

云

々
」

の

一
節

は

、

入
間

の
諸

膿
　

験

と

、

そ

れ

ら
を

可
能

に
す

る
肉

艦

諸
器

官

、

そ
れ

ら

の
主

宰

た

る
吾

人

の
心
と
眞

宰

と

の
關

係

に

つ

い
て
述

べ
た
も

の
で
あ

る

こ
と

か

ら
考

え

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

喜
怒

、
哀

樂

、
慮

嘆

、
攣

執

、
眺

侠

、
啓

態

。
樂

出

レ
虚

、
蒸

成

レ
菌

。

日
夜

相

二
代

乎
前

一
、
而

莫

・
知

二
其

所

τ
雨

。
已

乎

、
巳

乎
。

旦
暮

得

レ
此

。
其

所

レ
由

以
生

乎

。
非

レ
彼

無

レ
我

、
非

レ
我
無

レ
所

レ
取
。

是

亦

近

　

。
而

不

レ
知

三
其

所

二
爲

使

一。

若

レ
有

二
眞

宰

一
。
而
特

不

レ
得

二
其

朕

一。

可

レ
行

已

信

、
而

不

レ
見

二
其

形

一。

有

・
情

無

・
形

。

百
骸

九
籔

六
臓

、
敗

而

存

焉

。
吾

誰

與

爲

レ
親

。
汝

皆
詮

レ
之

乎

。

の

其
有

レ
私
焉
。
如
レ
是
皆

有
二
臣
妾

】乎
。
其

臣
妾

不

レ
足
二
以
相

治

一乎

。
其

遽
相

爲
二
君
臣

一乎

。
其
有

二
眞

君

一存
焉
。

(
齊
物
論
)

す

な

わ
ち
、

こ
こ
の
要
旨

は
、
種

寿
な

る
日
常
的
農
瞼

と
い
う
も

の
は
、
自

己
の
心
と

い
う
も

の
に
よ

つ
て
な

さ
れ

る
。
自
己

の
心
は
、

百
骸
九
籔

、
す
な
わ
ち
全
身
を
構
成
す

る
諸
器
官

と
の
有
機
的
な
調

和
關
係
を
持

ち
、
そ
れ
ら
を
主
宰

す
る
關
係

の
上

に
立

つ
て
統
畳
作

用
を
螢

ん

で
い
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
百
骸

九
籔

六
臓

の
そ
れ
ぞ
れ

に
宇
宙

的
生
命

が
遍
漫

し
、
具
備

し

て
い
る
の
で
あ

る
が
、

と
れ
ら

の
主
た

る
心

の
根
抵

に
は
、
眞
君
す
な

わ
ち
眞

宰
-

宇
宙

の
眞

の
主
宰
者

、
造
化
-
ー

-が
存
在

し
て
い
る

の
だ
と

い
う
意

味
を

述
べ

る
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も

の
で
あ

る
。

『
南

華

副
墨

』

(
廣
陵

陸
西

、
星

長

庚

著
)

に
は

、

こ
こ
を

註

し

て
、

眞

宰

難

レ
有

レ
情

、
而

無

レ
形

、
須
下
於

一一有
形

上

一膿

認
上
、
故

墨

二
百
骸

九
籔

六
臓

一言

レ
之

。

と

い

つ

て

い
る
。

そ

れ
故

、

「
百
骸

九
籔

の
中

に
物

有

」

の

「
物

」

は
、

日

本

古

來

の

「
も

の
」

の
傳
統

に
立

つ
と

と
も

に
、

『
老

子

』

の
思

想

を

投

影

し

、
ま

た

『
荘

子

』

に
読

く

、
身

膿

の
主
宰

た

る

「
主
艦

的
な

心

」

の
観

念

に
も

連

關

を

持

つ
て

い

る
と

い
う

こ
と

が
言

え

る

こ
と

と
思

う

。

「
か
り

に
名

付

け

て
風
羅

坊

と

い
ふ
。
誠

に
う

す
も

の

の
か

ぜ

に
破

れ

や

す

か
ら

ん
事

を

い

ふ

に
や

あ

あ
む

。
」

「
か

り

に
名

付

け

て
」

は
、

す

で
に
今

井

氏

の

「
混
沌

」

の
読

が

あ

つ

た

が

、

名

づ

け

る

こ
と

に
よ

つ

て
、

も

の
の
本

質

が
失

わ
れ

る
、

從

つ

て
無

名

を
奪

し

と

す

る
思
想

は

老
荘

の
特

徴

で
あ

り
、

『
老
子

』

に
繰

返

し

見

ら

れ

る
ば

か

り

で
な

く

、

『
荘

子
』

に

も
、

「
大
道

無

稻

。
」
と

か

「
至

人

無

已

、
神

人

無

功

、
聖

人

無
名

。」

な
ど

多

く
見

ら

れ

る

と

こ

ろ

で
あ

る

。

「
風

羅

」

に

つ

い
て

は
、
頴

原

博

士
が

、

「
風
羅

も

、
風

に
破

れ

や
す

い
う

す

も

の

の
意

か

ら
芭

蕉

の
こ
と

に
通

は

せ

た

も

の
で
あ

ら

ハ　
　

う
。

」
と

い

つ

て

い
ら

れ
る

よ
う

に
、
芭

蕉

を
象

徴

し

て

い
る
も

の
で
あ

ろ

う
。

そ

れ

で

あ

る
か

ら
芭

蕉

は
、

「
風
羅

坊

」
を

そ

の
別

號

と

し

て
用

い
て

い

る

の
で
あ

ろ

う
と
思

わ

れ

る
。

「
風

に
破

れ

や
す

い

こ
と
」

に
、

か

れ

が

深

い
關

心

を
示
す

の
は
、

の
ち

に
書

い

た
も

の

で
あ

る
が

、

「
芭

蕉

を
移

す
詞

」

に
も
見

ら

れ

る
。

そ

こ
に

は

、
風

に
や

ぶ

れ

や
す

い
も

の
を

直
接

芭

蕉

の
葉

の

こ
と
と

し

て
い

る
。

名

月

の
よ
そ

ほ

ひ

に
と

て
、
先

づ
芭

蕉

を
移

す
。
其
葉

廣

ふ
し

て
琴

を

お

ぼ

ふ

に
た

れ

り

。
或

は
牛

吹

お

れ

て
鳳

鳥

の
尾

を

い
た

ま

し

め
、

青
場

破

て
風

を
悲

し

む
。

適

々
花
嘆

ど
も

は
な

や

か

な
ら

す

。
董

太

け
れ

ど

も
斧

に
あ

た
ら

す

。

か

の
山
申

不

材

の
類

木

に
た

ぐ

へ
て
其

性

た

ふ
と

し
。

…
…

唯

此
陰

に
あ

そ

び

て
、
風

雨

に
破

れ
や
す

き

こ
と

を
愛

す

る

の
み
。

(
芭

蕉

を

移
す

詞

)

「
山
中

不
材

の
類

木

」
と

い

つ
た

も

の
に

つ

い

て
は

、

『
荘

子
』

の

「
人

間

世
」

篇

に
二

個

所
と

、

「
山
木
」

篇

と

に

、

そ
れ

が

大

き

く

と

り
あ

げ

ら

れ

て
あ

る
。

こ
こ

に
引

用
す

る
ま

で
も

な

い

こ
と

で
あ

ろ
う

。

こ

の

「
芭

蕉

を
移

す

詞

」
は

、
後

年

の
作
(
元
緑

五
年

作

)

『笈

の
小
丈
』

の
風
雅
観
と

『
蕪
子
』
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人

丈

研

究

第

九

輯

に
か
か

る
も

の
で
あ
る
が
、

芭
蕉
野
分

し

て
盟

に
雨
を
聞
く
夜
か
な

(
武
藏
曲
)

マ
マ

や
、
.「
伊
豫

の
國
松
山

の
嵐

、
ぱ

せ
を

の
洞

の
枯

葉

を

吹

い
て
…
…
芭

蕉
は
破

れ
て
風
瓢

々
。
」

(
歌
仙

の
讃
)
な
ど
か
ら
考

之
て
、

「
風

に
破

れ
や
す

き
」
を
愛
す

る
こ
と
は
、
す

で
に
天
和
、
貞
享

の
頃
か

ら
芭
蕉

の
胸
中

に
あ

つ
た
思
想

で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し

て
、
そ

の
風

に
破
れ
や
す

い
も

の
ー

芭
蕉

と

い
う
植
物
i

は
、

「
山
中
不
材

の
類
木
」

と
い
う

べ
き

で
あ
る
か

ら
愛

し
て

い
る
と

い

う

の
で
あ
る
。
そ
う
す

れ
ば

、

「
風
羅
-

芭
蕉
ー

山
中
不
材

の
類

木

」
と
い
う
連

關

に
お
い
て
、

こ
,の

「
風
羅
坊
」
も
荘

子
的
思
想

の
系

列

の
中

に
位
置

せ
し
め
て
考

え
ら
る
べ
き
も

の
で
あ

ろ
う
。

「
か
れ
狂

句
を
好
む

こ
と
久

し
。
」

自

已
の
中

に
存

す
る

「
も

の
」

に
、
何
故

に

「
か
れ
」
と

い
う
三
人
稽

の
代
名
詞
を

使

つ
た
か
と

い
う
と
、
『
荊

子
』
に
は

、
こ
の
種

の

代
名
詞

が
使

わ
れ

て
い
る
の
で
、
芭

蕉
も
そ
の
影
響
を
受

け
た

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

「
眞

宰

」

(
造

化
)
を

「
彼
」

と
書

い
て
い
る
例

は
、
さ
き
に
引

い
た

「
百
骸
九
籔

云

々
」

(
齊
物
論
)

の
中

に
、

「
非
レ
彼
無
レ
我

」
が
あ

る
。

そ

の
他
、

「
彼
」
と
か
、

「
吾

」

(
我

)

と
か
い
う
代
名
詞

の
多
く
使

わ
れ

て
い
る
の
は
、

『
荘

子
』

の
文
髄

の
特
徴

で
あ
り
、
ま

た

「
心
」
と

い
う
よ
う
な
も

の
を
思
考

の
封
象

と
し

て
考

へ
、

三
人
稻
的

に
扱

う
の
も

『
荘

子
』

の
思
考

の
型

で
あ

る
。

「
あ
る
時

は
倦

み

て
放
擁
せ
ん
事
を
思

ひ
、
あ
る
時

は
す

す
む

で
人

に
か
た
む

こ
と
を
ほ
こ
り
、
是
非
胸
中

に
た
た
か
ふ

て
、

こ
れ

が
爲

に
身
安

か
ら
す

。
」

「
是
非
胸

中

に
た
た
か
ふ
」
と

い
う

の
は

、
俳
譜

の
道
を

「
倦

み
て
放
郷
せ

ん
」

こ
ど
が
是

か
、

「
す

す
む

で
人
に
か
た

む
こ
と
を
ほ

こ
」

る

の
が
非
か
、
あ
る

い
は
そ

の
逆

で
あ
る
か
、

に
つ
い
て
激

し

く

思

い
慨

む
さ
ま
で
あ

る
が
、
さ
ら

に

「
人

に
か
た
む

こ
と
を
ほ

こ

」
る

の
が
果

し
て
意
味
あ
る
こ
と
か
否
か

に
つ
い
て
、

『
荘
"子
』

は
、
芭
蕉

の
胸
中

に
疑
問
を
投
げ
か
け

て
い
る

の
で
あ
る
。
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●

既

使

二
我

與

レ
若

辮

一
　

、
若
勝

レ
我

、
我

不

二
若

勝

一
、
若

果
是

也

、
我

果

非

也

邪
。

我

勝

レ
若

、
若

不

二
勝

我

一、

我

果
是

也

、
而

果
非

也

邪

。
其

或

是

也
、

其

或

非

也

邪
。

其

倶

是

也

、
其

倶

非

也
邪

、
我
與

レ
若

不

レ
能

二
相

知

一
也

、

則

人
固

受

二
其

黙

闇

吋、

吾

誰

使

レ
正

レ

之

。

(
齊

物
論

)

.
人

に
勝

と
う

と
す

る

こ
と

は

、
人

よ

り

す
ぐ

れ

よ

う
、
是

非

の
論

争

に
お

い

て
人

を

屈

せ

し

め

よ

う

と
す

る

こ
と

で
あ

る
。

し

か

し

、

そ

れ

は
要

す

る

に
相
鍬

的
な

世

界

の
中

の
出
來

事

に
す

ぎ

な

い
。
そ

う

し

た

こ
と

の
、

い
か

に
と

る

に
足

り
な

い
無
意

味

な

こ
と

で
あ

る

か

、
と

い
う

こ
と

に

つ

い

て
は
、
右

に
引

用

し
た

と

こ
ろ

を

は
じ

め

と

し

て
、

『
荘

子
』

全

篇

に
わ

た

つ

て
く

り

か

え
し

力
読

し

て
あ

る

と

こ

ろ

で
あ

る
。

だ

か

ら

、

一
た

ん

『
蕪

子
』

の
世

界

を

く

ぐ

つ
て
來

た
芭

蕉

に
と

つ
て
は

、
頚

末

な

、

人
と

勝
負

を

孚

う

よ
う

な

俳

譜

に
自

己
を

頽
屡

さ

せ

る

こ
と

は
、
'き
び

し

く

反
省

さ
れ

た

に
ち

が

い
な

い
。

「
倦

み

て
放

郷

せ

ん
」

と

す

る
こ

と
も

、

「
す

す

む

で
人

に

か

た

ん

こ
と
を

ほ

こ

」
る

こ

と
も

、

要

す

る

に
ど

ち

ら
も

か

れ
を
眞

正

の
俳

諮

の
道
か

ら
引

離

す

こ
と

で
あ

つ
た

の
で

あ

る
。

そ

れ

が

た

め

に
、

「
是

非

胸

中

に
た
た

か

ふ
」

と

い
ふ

こ
と
を

み
す

か
ら

意

識
す

る

に

い
た

る

の
で

あ
る

が

、
そ

の

「
是

非

胸

中

に
た

た

か

ふ

」

こ

と

は
、

ま
た

、

『
荘

子
』

に
お

い
て
無
意

味
な

る

も

の
と

す

る
と

こ

ろ

で
あ

つ
た

。

そ

う
し
た

相

樹

的

な
是

非

に
絡

始

す

る

こ
と

の
、

小

知

に
す
ぎ

な

い

こ
と

は

、

こ
れ

も

ま

た

『
荊

子

』

に

多
く

読

か

れ

て
い

る

こ
と

で
あ

つ
た

。

大

知
閑

閑

。

小
知
間

間

。

大

言
炎

炎

。

小
言
震

磐

。
其

寝

也

魂

交

、
其

畳

也

形
開

、
與

接

爲

レ
簿

、

日

以

レ
心
圖

。
繹

者

、
窪

者

、
密

者

。

小

恐
喘

喘

、
大

恐
繹

縷

。

其

嚢

若

二
機

括

一
、
其

司

二
是

非

一之

謂

也
。
其

留

如

二
誼
盟

一
、
其

守

レ
勝

之
謂

也
。

(
齊

物

論

)

そ

れ

な

ら
ば

ど

う

し
た

ら

い

い
か

。

そ
れ

は
是

非
相

封

の
世
界
を

超

越

し
、

絶

封

の
世
界

に
入

つ

て
、

そ

こ

に
安

佳

す

る

こ

と

で
あ

つ

た

。
物

無

レ
非

レ
彼

、
物

無

レ
非

レ
是

。
自

レ
彼

則

不

レ
見

。
自

知

則

知

レ
之

。

故

日

、
彼

出

二
於
是

一
、
是

亦

因

レ
彼

。

彼

是

方

生

之

読

也

。

雌

・
然

,
方

生

方

死

、
方

死

方

生

。
方

可
方

不
可

、
方

不

可
方

可
。

因

レ
是

因

レ
非

、
因

レ
非

因

ヒ
是

。
是

以

聖

人
不

レ
由

而
照

二
之

干

天

隔。

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
槻
と

『
蕪
子
』
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人

丈

研

究

第

九

輯

亦

因

レ
是

也

。
是

亦
彼

也

、

彼

亦
是

也

。
彼

亦

一
是

非

、
此

亦

一
是

非

。
果

且
有

二
彼

是

一乎

哉

。

果

且
無

二
彼

是

一乎

哉

。
彼

是

莫

三
得

二

其

偶

一、
謂

二
之
道
椹

一
。
櫃

始

得

二
其

環

中

一
、
以

磨

二
無
窮

一。

是

亦

一
無

窮

、

非

亦

一
無

窮
也

。

(
齊

物

論

)

古

之

人

、
其

知
有

レ
所

レ
至
　

。
悪

乎
至

。

有

下
以

爲

レ
未

二
始

有

τ
物
者

上
。

至
突

、
審

突
。

不

レ
可

二
以

加

二
矢
。

其

次

以
爲

レ
有

レ
物

　

。
而
未

二
始

有
τ
封

也

。
其

次
以

爲

レ
有

レ
封

焉

。

而

未
三
始
有

二
是

非

一也

。
是

非

之
彰

也

、
道

之

所

二
以
麿

一
也
。

道

之

所

レ
腐

、

愛
之

所

二
以
成

】。

(齊

物

論
)

是
非

相

封

の
世
界
を

超
越

し

て
、
絶

封

の
世
界

に
入

つ
た

も

の

の
生
き

方

は
、

無
爲

自

然

を
宗

と
す

る
。

そ

れ
故

、

「
無

能

無

藝

に
し

て
只

此

一
筋

に
っ
な

が

る
。

」

と

い
う

生

き
方

を

芭
蕉

は
探

り

あ

て
た

の
で
あ

つ
た

。

そ
れ

で
あ

る
か
ら

、

こ

の

「
無

能

無
藝

」
は

、
現

實

を
逃

避

し
た
隠

遁

者

流

の
消

極

性
を

意

味

す

る

の
で
な

く

、

世
俗

に
封

す

る
最
高

の
批

評

、
堕

落

せ

る
職

業

的

俳

講

に
甥
す

る
最

も

強
烈

な
抵

抗

を
意

味

す

る
も

の
で

あ

つ
た

。
封
建

肚

会

に
謝

す

る
最
大

の
抵

抗

と

し

て
、
若

き

日

に
藤

堂

藩

か

ら
亡

命

す

る
と

い
う

、
常

人

の
企

て
お

よ
ぼ

ざ

る
行

動

的

な

生

き
方

を

示

し

た
芭

蕉

の
精

紳

の
稜

展

的

様

相

を

あ

ら

わ

に
す

る
も

の
で
あ

つ
た

。
そ

れ

は

、

老
荘

の
哲

学

に
深

く

根

を

お

ろ
し

て
、
眞

正

の
俳
譜

文
藝

を

樹
立

し

よ
う

と

す

る
積

極

的

に
し

て
最

高

な

る
生

き
方

に

つ

い
て

の
文

学
的

表

現

で
あ

つ
た

。

「
西

行

の
和
歌

に
お
け

る
、

宗

祇

の
蓮

歌

に
お
け

る
、
雪

舟

の
糟

に
お

け

る

、
利

久

が
茶

に
お

け
る

、
其

貫

道
す

る
物

は

一
な

り

。
」

こ

の
中

世
藝

道

を
貫

く

も

の
は

一
で
あ

り

、
俳

譜

も

そ

の

傳

続

を

糧

承

す

る
も

の

で
あ

る
と

い
う

考

え
方

も

、

や

は
り

『
荘

子
』

の

「
齊

物

論
」

の

「
道
通

爲

レ
一
」

の
思

想

に
そ

の
原

型
を

見

出

す

こ
と
が

で
き

る
。

可

二
乎

可

一、

不

二
可
乎

不

可

一。

道

行

レ
之

而

成

、

物

謂

レ
之

然

。

悪

乎

然

。

然

二
乎
然

一
。

悪
乎

不

レ
然

。
不

レ
然

二
於

不

㍗
然
。

物

固

有

レ
所

レ
然

。

物
固

有

レ
所

レ
可

。
無

二
物

不

τ
然

。

無

二
物

不

τ
可
。

故

爲

レ
是

畢

下
莚
與

レ
櫨

、
属

與

二
西

施

一
、
候
楯

橘

怪

上
、
道

通

爲

レ
一
。

其

分

也

成

也

。
其

成
也

殿

也

。

凡
物

無

二
成

與

τ
殿

、

復
通

爲

レ
一
。
唯

達

者
知

二
通

爲

τ
一
。

爲

レ
是

不

レ
用
、
而
寓

二
諸
庸

一
。
庸

也
者

用
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也

。
用
也
者
通
也
。
通
者
得
也
。
適
得
而
幾
ム矢
。
因

・
是

已
。
已
而
不

レ
知

二
其

然

一。
謂

二
之

道

一
。

(
齊
物
論

)

こ
こ
に
説
く

と
こ
ろ
は
、
事
物
は
萬
殊

で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
を
通

じ

て
道
は

一
で
あ
る
。

そ

の

一
な
る
も

の
が
分
化

し

て
萬
殊
が

生
成

し
、
萬
殊

の
生
成

は
す

な
わ
ち
そ
れ
ら

の
現
象

の
殿
壊

を
相
封
的

に
招
來
す

る
が
、

そ

の
生

成
殿
壌
は
ま
た

と
も

に

一
に
館
す

る
。
か
く

の
ご
と
き
も

の
が
道

と

い
う
も
の
で
あ

る
、

と
い
う

の
が
そ

の
要
旨

で
あ

る
が
、
芭

蕉

は

俳

譜

を

從

來

の
遊
戯
的
な

も

の
か

ら
断
絶
し

て
、
眞

正

の
文
藝

た
ら
し
め
ん
と
し
、
か
れ

の
俳
譜

を
傳
統

の
精
神
1

-
道

(
そ
れ

は
あ

き
ら
か

に
生

成

殿

壊

の
跡

を
示
す
も

の
で
あ

る
)

ー

に
お

い
て
生

か
し

め
よ

う

と

し

た
時

,

こ

の

「
齊

物

論

」

の

「
道

通

爲

レ
一
」

の
思

想
を

、
眞

實

に

か

れ
自

艦

の
も

の
と

し

て

膣

認

し
た

の
で
あ

ろ

う
。

こ

の

「
貫
道

」

の
出

典
を

、

『
論
語

」

,
「
里
仁
」

篇

の

「
吾

道

一
以

貫

レ
之
。
」
と

す

る

の
が
普

通

で
あ

る

が
、

そ

れ

は

語

句

の
形

に
の

み

こ
だ

わ

つ

て
、
思

想

内

容

の
蓮
關

を

見

な

い
も

の
と

い
わ

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
で
あ

ろ

う
。

「
し

か
も

風

雅

に
お

け
る
も

の
、

造

化

に
し
た

が

ひ

て
四

時
を

友

と
す

。
」

ハ
ま
ね

こ

の

「
造

化

」
が
、

能
勢

朝

次
博

士

の
読

か

れ

る

よ

う

に
、
老

荘

思
想

の

「
造

化

」
、

す

な

わ

ち

、
生
成

焚

展

し

て
止
ま

な

い
宇
宙

の

創

造

作

用

、

お

よ

び
そ

れ

に
ょ

つ

て
創

造

さ
れ
た

森
羅

萬

象

を

さ
す

こ
と

は

い

う
ま

で
も

な

い
。

そ

し

て
、

造

化

に
し
た
が

う
、
造

化

と

と

も

に
あ

る
、

造

化

の
あ

る
が

ま
ま

に
生

き
る

と

い
う
思

想

は
、

「
荘

子
』

の
全
篇

の
骨

子

を
な

す
思

想

で
あ

る
。

こ

こ

に
、

そ

の
例

と

し

て
若

干

を

断

片

的

に
學

げ

て
み
る

こ
と

に
し

よ

う
。

今

一
以

二
天

地

一、

爲

二
大
鐘

一、

以

二
造

化

一、

爲

二
大
治

[、

悪

乎
往
而

不

レ
可
哉
。

成
然

寝

。

遽

然
箆

。

(
太

宗

師

)

こ
れ

は

、

「
人

は

ま

さ

に
造

化

の
化
す

る

に
ま

か

す

べ
し

。

」
と

い
う
思
想

を

述

べ
る
も

の

で
あ

る
。

予
方

將

下
與

二
造

物
者

一
爲
上
レ
人
。

…

:
・無

名

人

日

、
汝

遊

二
心
於
淡

一
、
合

二
氣
於

漠

一
、
順

二
物
自

然

一、

而

無

レ
容

レ
私

焉

。

(
懸

帝

王

)

こ

れ

も
造

物
者

(
造

化
)

と

と

も

に
あ

り
、

物

の
自

然

(
お

の
す

と

あ

る
が

ま

ま
)

に

し
た

が

い
、

そ

の
間

に
私

意
を

さ
し

は

さ
む

べ
か

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
観
と

『
蕪
子
』

●
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人

丈

研

究

第

九

瞬

.

ら

ざ

る

こ
と
を

い
つ
た

も

の

で
あ

る
。

彼

方

且
與

二
造

物
者

一
爲

レ
人

、

而

遊

二
天

地

之

一
氣

一。

…

:
夫

若

然
者

、
悪

知

二
死
生

之

先

後

之

所

τ
化

。

…
…
芒

然
彷

三
径

乎

塵

垢

之

外

一
、
遣

二
遙

乎
無

爲

之
業

一。

(
太
宗

師

)

こ
れ

は
、

孟

子

反

、

子
琴

張

の

二
人

が

、

「
方

の
外

」

(
世
俗

の
所

謂

道

徳

の
将

外

)

に
遊

び

、
俗

塵

か

ら
高

く
超

越

し
た
境

地

に
あ

る

生

き
方

を
し

て

い
る

こ
と

を

、
孔

子

が
子
貢

に
説

明

し
た

こ
と

ば

と

し

て
録

さ
れ

て
あ

る
。

「
慮

帝

王

」
篇

に
読

く

と

こ
ろ

を
實

践

し

て

い

る
者

の
實

例

を
學

げ

た

も

の
と
見

る

べ
き

で

あ

ろ

う

。

浮

二
遊

乎
萬

物
之

組

口
、
物

レ
物

而
不

レ
物

二
於
物

一。

(
山

木

)

こ
れ

は

、

「
造

化
」

を

「
萬

物

之

租
」

と

い

い
か

え
た

表

現

で
あ

る
。

知

二
天
之

所

τ
爲

、
知

二
人
之

所

τ
爲
者

、
至
　

。

知

二
天

之
所

τ
爲

、

天
而

生

也

。

(
太
宗

師

)

こ
れ

は
、

「
造

化

」
を

、

「
天

」
と

い
う
語

で
表

現

し
た

も

の

で
、

い
う
と

こ
ろ

の
意

味

は

、
す

で

に
學

げ

て
來

た

例

文

と

同

じ

で
あ

る
。

致

レ
命

霊

レ
情

、
天

地

樂

、
而

萬
事

錆

亡

、

萬

事
復

レ
情

、

此
之

謂

二
混

冥

鴨
。

(
天

地

)

こ
れ

は

、

「
造

化

」
を

「
天
地

」

と

い
う
語

で
表

現
し

て

い
る
も

の
で
あ

る

。
そ

し

て
、

か

く

の
ご
と

く

、

「
造

化

」

に
し
た

が

う

生

き

方

を
、

こ
こ

で
は

、

「
混

冥

」
と

よ

ん

で

い
る

の

で
あ

る

。

故
其

好

レ
之

也

一
、

其

弗

レ
好

レ
之

也

一
。
其

一
也

一
。

其

不

レ
一
也

一
。

其

一
與

レ
天
爲

レ
徒

、

其

不

レ
一
與

レ
人

爲

レ
徒

。

天
與

レ
人

不

二
相

勝

輔也

。
是

之
謂

二
眞

人

】
。

(
太
宗

師

)

こ
れ

は
、

萬
殊

萬
様

の
人

に
通

す

る
も

の
は

一
た

る

こ
と
を

述

べ
た

あ

と
、

そ

の

一
を
艦

す

る

も

の
は

、

天

と
徒

(
友

)

と
な

る
も

の

で

あ

る
。

か

か

る

人
を

「
眞

人

」

と

い
う

と

い
う

こ
と

を
読

い

て
い
る

と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
こ
は
、

『
笈

の
小
交

』

の
、

「
其

貫

道

す

る

も
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の
は

一
な

り
。

し

か
も

風

雅

に
お

け
る

も

の
、

造

化

に
し

た

が

ひ

て
、

」

と

い
う

と

こ

ろ

と
,

論
旨

の
す

す

め
方

ま

で
同

一
で
あ

る
。

山

崎
喜

好

氏

は

、
芭

蕉

に
お

け

る

「
造

化

と

は

、
棘

業

な

ど

に
關

係

し

た
語

と

し

て
用

ひ

た

や
う

で
、

必
ず

し

も

老
荘
酌

な
思

想

と
解

す

る

。

(六

)

ま

で
も
な

い
と
思

ふ
。
」
と

い
つ
て

い
ら
れ

る
が
、

こ
れ
は
明
治

以
後

に
お
け
る
西
欧
的
な
意

味

の
附
加

さ
れ
た

「
造
化

」
か
ら
考

え

て

い
つ

て
い
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
芭

蕉

に
お
け
る

『
老

子
」

『
荘

子
』
に
つ
い
て
輕
く
見

て
い
ら
れ

る
か

ら
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

一

般

に

「
造

化
」
と

い
う
語

は
、
明
治

以
後

の
新

し
く
賦
與

さ
れ
た
意
味

に
考

え
ら

れ
や
す

い
が
、

『
蕪

子
』

に
は

、

「
造
化

」
に
あ
た

る

も

の
は

、

「
造
物
者

」

「
萬
物
之
組
」

「
太
初

」

「
眞

宰
」

「
宇
宙

」

「
天
」

「
天
地
」
「
道

」
「,
一
」
「
太
虚
」
「
大
塊
」
な
ど
と
、

さ
ま

ざ
ま
な
類

語
を
も

つ
て
語

ら
れ
て

い
る
。
そ

れ
は
、

こ

の
宇
宙

の
實
髄
、
根

源
的
生
命

力

に
劉
す

る
認
識

を
、
名
稻
を
固
定

化
す

る

こ
と

に
よ

つ
て
、
固
定
化
、
形
骸
化
せ
し
め
な

い
よ
う

に
す

る
た

め
の
細
心
な

る
注
意

と
周
到
な

る
努
力
と
か
ら
出

で
來

つ
て
い
る
も

㊨
で
あ

る
。
ま
た

『
老

子
』

で
は
、

さ
ら
に

「
谷
神

」

「
玄
牝

」
な
ど
と
も
表

現
し

て
い
る
が

、

こ
の
よ
う

に

「
造
化
」
は
、
宇
宙

の
創
造
者

で

あ
り
、
か

つ
宇
宙

の
永
遠

に
生
成
流
動

す

る
實
艦
的
生
命

で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
創

造

の

無
限

蓮

績

で
あ

る
と
老
荘
哲

学

で
は
考

え
ら

れ
、
芭
蕉

も
そ
れ
を
承

け
つ
い
で
い
る

の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
芭

蕉

の
思
想

に
お
け
る

『
荘
閂子
』

の
か
か
わ
り

の
強
く
、
深
く
、
本
質

的

な
も

の
で
あ

る
こ
と
か

ら
、
そ

う
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
老
蕪

を
解
す

る
か
否

か
は
、

一
に
こ
の
宇
宙

の
實
艦
的
生
命
ー

造
化
l
i

の

絶
劉

性
を
把
握
す

る
か
否
か

に
か
か

つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も

し
老
蕪

の

「
造

化
」
を
芭
蕉
が
眞

に
把
握

し

て
い
な

か
つ
た

と
し
た

ら
、
芭
蕉

に
お
け
る

『
荘

子
』

の
影
響

は
、

つ
い
に
外

面
的
な
、
些
末
な
語

句

の
も
じ
り
以
外

に
見

る
と
と
が

で
き
な
く
な

つ
て
し
ま
う

で
あ

ろ
う
。

芭
蕉

は
、

し
か
し
、

『
蕪

子
』

を
正
し
く
把
握
し

て
い
る

。
そ
れ
は
、

「
造
化

に
し
た

が
」
う
者

は
、

「
四
時
を
友

と
す
」

る
と

い
つ

【

て

い
る

こ
と

に
よ

つ
て
示

さ
れ

て

い
る
。

つ
ま

り

、
造

化

に
し

た
が

う

こ
と

は

、

さ

き

に
引

用

し
た

と

こ
ろ

か

ら

で

も

わ
か

る

よ

う

に
、

97

『
荘

子
』

に
お

い
て
は

、
「
自

然

」

(
客
観

と

し

て
の
自

然

で
は

な

い
。

造

化

に
よ

る
萬

物

の
生
成

化
育

の
ま

ま

に
あ

る

こ

と
)

の
ま

ま

に

一

『笈

の
小
丈
』
の
風
雅
観
と

『
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人

丈

研

究

第

九

輯

あ

る
こ
と

で
あ

り
、

「
造
化

に
し
た

が

」
う
こ
と
か
ら

、
必
然

的
に

「
四
時
を
友

と
す
」

る
こ
と
が
導

き
出

さ
れ

て
く
る

の
で
あ
る
。
芭

蕉

は

「
造
化

一
と

い
う
語
だ
け
を
神
業

の
意
義
を

持
た
せ

る
た
め

に
借
り

て
き
た

の
で
は
な
く
、

「
造

化

に
し
た

が
ひ
て
、
」

「
四
時
を

　

友

と

す
。

」

と

い
う
思
想

そ

の
も

の
を

『
蕪

子
』

に
お

い
て
把
握

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

若

レ
化

爲

レ
物
、

以
待

二
其

所

レ
不

レ
知
之

化

一
。

。…

・・排

レ
安

而

去

レ
化

乃

入
二
於

蓼

天

一
一。

(
太
宗

師

)

郭

象

の
註

に
は

、

「
若

レ
化

爲

レ
物

」

は
、

「
無

レ
所

二
避

就

n、

而

與

レ
化

倶
生

也

。

」
と

あ

る
。

ま

た

、

「
排

レ
安

而

去

レ
化
、

乃

入

二
於

蓼

天

一
一。
」

は

、
「
與

レ
化

倶
往

也

。
安

二
於
推

移

一
、
而
與

レ
化
倶

去
、
故

乃

入

一手

寂
蓼

一而

與

レ
天

爲

レ
一
。
」
と
解

す

る
。
郭

象

の
註

は
、

　セ
　

頴

原
博

士

も
読

い

て

い
ら

れ

る

よ

う

に
、
芭

蕉

は

よ
く
讃

ん

で

い
た
ら

し

い
か

ら
、

や

は

り
、
右

の

「
太

宗
師

」
篇

の
文

は

、
郭

註

の
所

読

の
ご

と
く

解

し
た

こ
と

で
あ

ろ
う

。

な

お

、

二

三
引

用

す

れ

ば

天
地

與

レ
我

並

生

、

而

萬
物
與

レ
我

爲

レ
一
。

(
齊

物

論

)

故

亦
妄

二
聴

之

[、
奨

肇

二
日
月

一、

挾

二
宇
宙

一、

爲

二
其

聰

合

一
。

(
齊

物

論

)

郭

註

に

は
、

「
馨

二
日
月

一
」

は

、

「
以

唱一死

生

一
、

爲

二
書

夜

こ

(
死
生

を
自

然

の
ま
ま

に
從

わ

し

め

る

の
意

)
の
讐

で

あ
り

、

「
挾

二
宇

宙

一、

爲

二
其

麗

合

一
。
」

は

、

「
以

二
萬

物

一
爲

二
一
髄

u。

…
…

而
與

二
塗

化

一爲

・
一
。
」

の
讐

で

あ

る

と
読

い
て

い
る

。
ま

た

「
至

樂

」

篇

に
は
、

察

二
其

始

一
…
…
是

相

與

爲

二
春

秋
冬

夏

四
時

行

一
也

。

と
あ

り

、
『
太

宗

師
』

に
は
、

是

之
謂

二
眞

人

一。
若

レ
然
者

、
其

心
忘

、
其

容
寂

、

其

穎

頽

、

凄

然
似

レ
秋

、

媛

然
似

レ
春

、

喜

怒
通

コ
四
時

一
、

輿

レ
物

有

レ宜

、

而

莫

レ
知
二
其

極

一。

と
見

え

る
。

一98一



こ
こ

に

い
ぐ

つ
か

引

用

し
た

と

こ
ろ

は

、

い
ろ

い
ろ

な
場

合

に

つ

い

て
述

べ
ら
れ

た

も

の
で

あ

る
が

、
共

通

す

る
窯

は

、
造

化

に
し
た

が

い
、

天

地

と

と

も

に
あ

る
も

の
は
、
萬

物

と

】
艦

と
な

り

、

そ

う

い
う

も

の
は
天

地

萬

物

の
攣

化

と

と

も

に
あ

り

、

春
秋

冬

夏

四

時

の

蓮

行

の
ま
ま

に
生

を

た

の
し
む

と

い
う
思

想

を

述

べ

て

い
る
黙

で
あ

る
。

こ

の
至
極

、
絶

封

の
境

に
達

し

た
も

の
は

、

四

時

の
攣

化

蓮
行

と

と

も

に
あ

り

、

こ
れ
と

調
和

し

て
ゆ

く

と

い
う

こ
と

の
思

考

形
式

を

、

「
風

雅

に
お

け

る
も

の

」

の
上

に
と

つ
て

み
れ

ば
、

「
四

時
を

友

と
す

。

」

と

い
う

こ
と

に
な

つ

て
納

得
、

盟

現

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

さ

て
、

か

く

の
ご

と
く

、

「
造

化

に

し

た

が

ひ

て
四

時

を
友

と

す

」

る

も

の
は

、

『
荘

子
』

で

い
え

ば
、

「
與

レ
天
爲

レ
徒

者

」

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

こ
う

し
た

も

の
は
、

「
内

直
者

」

(
人
間

世
)

で
あ

り
、

「
童

子

」

(入

間

世

)

と

い
う

ご
と

き
も

の

で
あ

る
。

か
く

の

ご

と

き
も

の
は
、
素

撲

純

一
で
あ

つ

て
、
自

然

の
美

に

つ
ね

に
新
鮮

な
驚

異

を

感

す

る
も

の
で

あ

ろ

う
。

か

か

る
至

人

は
、

天
地

聞

の
眞

の
美

な

る

も

の
に

つ

い

て
見

、

か

つ
享

受

す

る

と

こ
ろ
が

あ

る

で
あ

ろ

う

。

『
荘

子

』

に
は

い
う

。

天

地
有

二
大
美

一
而

不

レ
言
。

四
時

有

二
明
法

一而

不

レ議

。

萬

物
有

二
成

理

一而

不

レ読

。

聖

人

者

、

原

二
天

地
之

美

一、

而

達

二
萬

物

之

理

一
。
是

故

至

人

無

レ爲

、

大

聖
不

レ作

、
観

二
於

天

地

一之

謂

也
。

(
知

北

遊

)

「
風

雅

に
お

け

る
も

の
」
は

、
夷

秋

鳥

獣

(
世
俗

の
塵
垢

、
小
知

有

爲
)

を
出
離

し

て
、

「
見

る
盧

花

に
あ

ら
す

と

い
ふ

こ
と
な

し
、

思

ふ
所

月

に
あ
ら

・ず
と

い

ふ

こ

と
な

し

。」

と

い
う
在

り

方

を
す

る

も

の
で
あ

る

と

い
う
芭

蕉

の
思

考

は
、

右

に
見

た

『
蕪

子
』
哲

学

の
土

壌

か

ら

生

い
出

た

風

雅
観

に
嘆

き
出

た
花

で

あ

ろ
う

。

そ

れ

で
あ

る
か
ら

、

「
夷

秋

を
出

、
鳥

獣

を

離

れ

て
、

」

「
造

化

に
し

た

が

ひ
、
造

化

に
か

へ
れ

。

」

と
、

ど

こ

ま

で
も
風

雅

の
本

源

に
し

た

が

い
、

か

え

る

こ
と
を

、

か

れ

は

繰

り

か

え
し
力
読

す

る

の
で
あ

る
。

今

己
爲

レ
物
。

欲

二
復

臨

τ
根

。

(
知
北

遊

)

根

本

に
復

臨
す

る

こ
と

を
氣

付

か

し

め

る

こ
と

ぱ

も

、

こ

う

し

て

『
荘

子
』

に

は
見

出

さ

れ

る
。

以

上
見

て
き

た

と

こ
ろ

に
よ

つ

て
、

『笈

の
小

文

』

の
冒

頭

の

一
節

に
お
け

る
芭

蕉

の
風

雅
観

と

『
蕪

子
』

の
思

想

と

の
關

係

が

一
通

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
麹
と

『
蕪
子
』
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O



人

丈

研

究

第

九

輯

り

あ

き
ら

か

に
な

つ
た

こ

と
と

思

う

が
、

こ

の
ぼ

か

に
も

こ

の
紀

行

の
文

中

に

『
蕪

子

』

の

語

彙

を

用

い

て

い

る
と

こ
ろ

が
指

摘

さ
れ

る
。

す
な

わ

ち

、

「
抑
道

の
日
記

と

い
ふ
も

の
は
、

紀

氏

・
長

明

・
阿

佛

の
尼

の
、
文

を

ふ

る

ひ
、
情

を
審

し

て
よ

り
、

饒

は

皆

悌
似

通

ひ

て
、
其

糟
粕

を

改

る
事

あ

た

は

す

。
」

と
あ

る
中

の

「
糟
粕

」
と

い
う
語

の
出
典

は

、

『
蕪

子

』

「
天
道

」

篇

に
見

出

さ
れ

る
。

桓

公
讃

二
書

於
堂

上

一
。
輪

扁

断

二
輪

於

堂

下

一
。

糧

二
椎

墾

一而

上

間

二
桓
公

一
日
、

「
敢

問

、

公
之

所

レ讃

者

爲

二
何

言

一邪

。
」

公

日
、

「
聖
人

之
言

也

。
」

日

、

「
聖

人
在

乎

。
」
公

日
、

「
已

死
突

。
」

日

「
然
則

君

之

所

レ
讃
者

、
古

入
之

糟

粕

巳

突

。
」

(
天

道

)

芭

蕉

が

こ

こ
で

「
糟

粕

」
と

い

つ

て
い
る

の
は

、
本

文

の
高

い
格

調

や

、
新

し

い
紀

行

の

一
艦

を

創

り
出

そ

う
と

し

て

い
る
意

氣

ぐ

み

か
ら

み

て
、

な

み
ひ

と

と

お
り

の
意

の
、

使

い
ふ

る

さ
れ

た

、
手

あ

か

の
つ
い
た

「
糟
粕

」

で

は
な

い

こ
と

が

わ
か

る
。
輪

扁

の
言

う

が

ご
と

く

、
眞

に

「
償

値

な

き

形

骸

に
す

ぎ

な

い
も

の
」

と

い
う

意

を

、

は

つ
き

り

と

い

い
き

つ

て

い
る

表

現

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

後

の

方

、

族
行

に
關

す

る
感

懐

を

述

べ
る
條

に
は

、

「
山

野

海

濱

の
美
景

に
邉

化

の
巧

を
見

、
」

と
、

ふ

た

た

び

「
造

化

」

の
語

を

用

い

て

い

る

。

こ

の
雁

か

に
も

『
荘

子
』

語

彙

が

『
笈

め

小
文

』

の
中

に

用

い
ら

れ

て

い
る
が

、
軍

な

る
語

彙

を
拾

い
あ
げ

て
ゆ

く

こ

と

は
、

ゆ

き

す

ぎ

に
お

ち

い

る
お

そ

れ
な

し

と

し
な

い
か

ら
、

こ

の
位

で
と

ど

め

て
お

く

こ

と

に
す

る
。

『
笈

の
小

文
』

と

『
荘

子
』

と

の
瀾

係

を
考

へ
て

み

る
と

、

以
上

に
引

用

し
た

と

こ
ろ

か

ら

で
も

、

『
荘

子
』

語
彙

を

そ

の
ま

ま

用

い

て

い

る

こ
と

、

「
百
骸

九
籔

」

「
物

」

「
是

非

」

「

こ

「
造

化

」

「
四
時

」

=
二
月

の
糧

」

「
情

」

「
糟
粕

」

「
猛
語

」

(
妄
言

)
、
「
亡

賠

」

(
妄

嘉

)
な

ど

と

多
《

あ

げ

ら

れ

る
。

し

か
し

、
芭

蕉

は
輩

に

『
荘

子
』

の
語
彙

を
用

い
、

語

句

を
引

用

し

て
い
る

と

い
う

の
で
は

な

く

、

も

つ
と

深

く

『
荘

子
』

の
思
想

の
根

本

を
把
握

し
、
そ

れ

を
詩

人

と

し

て

の
自

己

の
生

き

て

い

る
骨

格

と
し

て
肉

膣

化

し

、
そ

の

骨
格

の
上

に
新

し
く

、

高

い
風

雅
観

を

う

ち
樹

て

い
る

こ
と
が

見

ら

れ

る
と

い
つ

て
い

い
と
思

う

。

文
章

、
畔

句

の
引

用

に
と

ど

ま

る

の
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で
は
な
く

『
荘

子
』

の
思
想

の
内
容
を
自

己
の
も

の
と
し
、
か

の
書

の
思

考

形

式
を
自
己

の
思
考
形
式

と
ま

で
高

め
得

て
い
る

の
で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
芭
蕉

は

『笈

の
小
文
』

に
お

い
て
、

『
荊

子
』

の
本
質
と
根
源
的
生
命
的

に
か
か
わ
り

あ

つ
て
い
る

の
で
あ

る
。

そ
れ
は
、
芭

蕉
が

『
荘

子
』

の
讃

み
方
を
通
り

一
ぺ
ん

の
も

の
、
あ

る
い
は
部
分
的

な
も

の
と
し

て
で
な
く

、
全
巻

に
わ
た

つ
て
精

通

す

る
ま
で
讃

み
と
つ

て
い
る
こ
と
か
ら
來

て
い
る

の
で
あ

る
。
そ

の
こ
と
は
"

こ
こ
に
引
用

し
た

『
荘
子
』

の
文
章

が
、
全
巻

の
各

篇
か

ら
出

て
い
る

の
で
も
知

ら
れ
よ
う
。
そ
し

て
ま
た
、

こ
の

『
笈

の
小
丈
』
を
書

い
た
と
思

わ
れ

る
時
期

に
、
芭
蕉
が
非
常

に
熱

心

に

『
荘

子
』
を
,熟
護

し

て

い
た
ら
し

い
こ
と
か
ら
も
、
そ

の
こ
と
は
言

わ
れ

る

の
で
あ

る
。
そ

れ
故
、

つ
ぎ
に

『
笈

の
小
文
』

の
創
作
年
代

と
、

そ

の
前
後

に
お
け
る
芭
蕉

の

『
荘

子
』

の
讃

み

ぶ
り

に
つ
い
て
燭

れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

『
笈

の
小
文
』
は

、
芭

蕉
が
貞
享
四
、
五
年

に
わ
た

る
族
の
間

に
あ

つ
て
、
貞
享
五
年
夏

の
頃
、
尾
張
漫

に
あ

つ
た

時

に
書

い
た
も

の

　
　
　

で
は
な

い
か
と
、
小
宮
豊
隆
氏
は
見

て
い
ら
れ

る
が
、
制

作
年
代
を
最
も
早
く
考

え
れ

ば
、
や
は
り
、

こ
の
年
四
月

二
十
三

日

に
京

都

へ

入
り
、

八
月
十

一
日
木
曾

へ
族
立

つ

(
更
科
嬢
捨
月
之
辮
)

ま
で
の
間

に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
定
す

る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の

見
方

は
、
非
常

に
す
ぐ
れ

た
も

の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

『
笈

の
小
文
』

申

の
句
と
、
同
じ
句

で
貞
享
四
年

か
ら
元
緑

六
年

ま
で

の
間

の
芭
蕉
在
世

中
に
刊
行
さ
れ
た
撰
集
、
句
集

に
牧

め

て
あ

る
も
の
ど

を
比
較
し

て
み
る
と
、
句
形

に
異

同

の
あ
る
も

の
は
非
常

に
少
く
、
四
例
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ

に
よ

つ
て
み
れ
ば

、

『
笈

の
小

文
』

は
、

現
在
見

る
も
の
の
形

に
、
早
く
な
つ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。

(
句
そ
れ
自
艦

と
し

て
は
、
推
敲
を
重
ね

て
、
完

全
な
作
品

に
な

つ
て
い
て
も
、
紀
行
文
中

に
牧

め
ら
れ

る
と
な

る
と
、
紀

行
全
盟

の
關
係

で
、
句
も
ま
た
位
置

や
形
を
か

え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
よ
う
な

こ
と
が
生
ず

る
は
す

で
あ

る
か
ら
。
)
・

句
形

に
異

同
あ
る
句
を
見

て
み
る
と
、

い
ざ
行

む
雪
見

に
こ
ろ
ぶ
所
ま

で

(
笈

の
小
文

)

『
笈
の
小
文
』

の
風
雅
観
と

『蕪
子
』
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人

丈

研

究

第

九

輯

は

、

『
阿
羅

野

』

に
は

同

じ

形

で
出

て
お

り
、

『
花

摘

』

(
其
角

編

、
元
緑

三
年

刊

)

に

は
、

い
ざ

さ
ら

ば

ゆ

き

み

に
こ
ろ

ぶ
所

ま

で

と

な

つ

て
出

て

い
る
。

こ

の
句

に

つ
い

て
は
、
眞

蹟

に
は

、

い
ざ
出

む

ゆ

き

み

に

こ
ろ

ぶ
所

ま

で

　
ぬ
　

と
あ

り
、
頴
原
博
士
は
、
眞
蹟
↓
笈

の
小
文

・
阿
羅
野
↓

花
摘
と

い
う
順

で
推

敲

完

成

さ

れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
と
推
定

さ
れ
る
。

つ
ぎ

に

、

雀

雲

よ
り

察

に
や
す

ら

ふ
峠

か
な

(
笈

の
小

文
)

は

、

『
阿
羅

野
』

に
は

、

雲
雀

よ
り

上

に
や
す
ら

ふ
峠

か
な

と
な

つ

て
お

り
、

『
卯

辰
集

』

へ
楚

常

編

、

元
腺

四
年

刊

)

に
も

、

こ
れ

と
同
形

で
載

つ
て

い

る
。

こ
れ

に

つ

い

て
は

、
加
藤

鍬

邨

氏
は

、

　
　
　

ソ

『笈

の
小
文
』

の
句
形
か
ら

『
阿
羅
野
』

の
句
形

に
な

つ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
見

て
い
ら
れ
る
。

つ
ぎ

に
、

枯
芝

や
や
や
か
げ

ろ

ふ
の

一
二
寸

(
笈

の
小
文
)

は
、

『
阿
羅
野
』

で
は
、

か
れ
芝

や
ま
だ
か
げ

ろ
ふ

の

一
二
寸

と

あ
り
、
加
藤
鰍
邨
氏
は
、
句

と
し
て
は

『笈

の
小
文
』

の
方

が

い
い
の
で
は
な

い
か
と
詮
か
れ
る
。
第

四

句
目
は
、

塞

け
れ
ど

二
人
罧

る
夜

ぞ
頼

も

し
き

(
笈

の
小
文
ル

が

、

『
阿
羅
野
』

で
は

、

塞
け
れ
ど

二
人
族
ね
ぞ
た

の
も
し

き

一一102一



豊

と
な

つ
て
い
る
。

『
笈

の
小
文
』

の
句
形
で
は
、
紀
行
中

に
あ
れ
ば
よ
く
わ
か

る
が
、
猫

立
し
た
句

と
し
て
と
り
出
　し

て
み

る
と
、
冬

の

「
族
寝
」

で
あ

る
こ
と
は
わ
か
り

に
く

い
。
そ
れ

で
、
お
そ
ら
く

『
阿
羅

野
』

の
句
形

は
、

の
ち

に
紀
行

か
ら
猫
立
し
た
句

と
し
て
撰
集

に
入
れ

る
時

に
推
敲

さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
か
と
考

え

ら

れ

て
く

る
。

こ
う
し

て
み

る
と
、
四
句
中

、
二
伺
は

『
阿
羅
野
」

、

一
句
は

『
花
摘
』

の
形

の
方
が
推
敲

を
経
た
定
形

の
よ
う
で
あ

る
か
ら
、

『
笈

の
小
文
」
は
、
右

の
二
書

に
あ

る
句
形

の
で
き
あ
が
る
前

、
す
な

わ
ち
お
そ

く
と
も
元
緑

二
年

の
初
春
ま

で
に
は
で
き
た
も

の
で
あ

ろ
う
と
推
定

さ
れ

る

(
『
阿
羅
野
」

に
樹

し

て
は
、
芭
蕉

は

『
奥

の
細

道
」

の
族

に
出
嚢

す
る
前

に
序
文
を
與

え

て
お
り
、
そ

し
て
、

こ
の
書
は
元
緑

二
年

に
刊
行

さ
れ

て

い
る
。

『
花

摘
』
は
、
元
緑

三
年
、

『
奥

の
細
道
』

の
族

の
あ

と
、
芭

蕉

の
上
方
滞
在

申
に
刊
行

さ
れ
た
。
そ
れ
故
、

『
笈

の
小
文
』

の

族

中

に

で

き

た

句
は
、

『
奥

の
細

道
』

の
族

に
出
立

つ
前

に
其
角

に
與

え
ら

れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
考

乏
ら
れ

る
。
)
元
緑

二
年

の
春
、

『
奥

の
細
道
』

の
族

の
準
備

を
は

じ
め
、
杉
風

の
別
荘

に
移

つ
て
か
ら
は
、
お
そ
ら
く
、

こ
う
し
た
紀
行
文

を
書
く
氣

分
は
持

て
な

か

つ
た

は
す

で
あ
る
か
ら
、

そ

の
前

ま

で
に
書

き
あ
げ
ら
れ

た
も

の
と
見

な
く
て
は
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

つ
ぎ

に

『笈

の
小
文
』

の
用
語

や
文
髄

や
思
想
が
、
貞
享
年
中
作

の
俳
文

の
そ
れ
と
、
極

め

て
類
似

し
い
る
こ
と
が
見
ら
れ

る
。

草

の
戸
さ
し

こ
め
て
、
も

の
の
佗

し
き
折
し
も
、
偶
蓑
最

の

一
句
を

い
ふ
。
我
友
素
翁
、
は
な

は
だ
哀

が
り

て
、
詩
を
題

し
、
文
を

つ
ら
ぬ
。
其

の
詩

や
錦
を
ぬ

ひ
物

に
し
、
其
文
や
玉
を

ま
ろ
ば
す
が
ご

と
し
。

つ
ら

つ
ら
み
れ
ば
、
離
騒

の
た
く
み
有

に
に
た
り
。
叉

蘇
新
黄
奇
あ
り
。
は
じ

め
に
虞
舜

。
曾

参

の
孝
を

い

へ
る
は
、
人

に
お
し

へ
を
と
れ
と
也
。
叉
無
能
不
才
を
感
す

る
事

は
、

ふ
た

た
び

南
花

の
心
を
見

よ
と
な

り
。
絡

に
玉
む
し

の
た
は
れ
は
色
を

い
さ
め
む

と
な
ら
し
。
翁

に
あ
ら
す

ぱ
、
誰

か
此

む
し

の
心
を
し
ら

ん
。

静

に
み
れ
ば
物
皆
自
得
す
と

い

へ
り
。

此
人

に
よ

つ
て
こ
の
句
を
し
る
。

(
下
略
)

(
蓑
最
読
蹟

)

こ
う

し
た
類
似

は
、
こ
の
よ
う
な
文
章

が

書

か

れ

て
か

ら
還

く
な

い
時
期

に

『
笈

の
小
文
』

の
書

か
れ
た

こ
と
を

示
す

も

の
で
あ
ろ

う
o

膨

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
襯
と

『
蕪
子
』
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藍

人

丈

研

究

第

九

輯

ま
た

、
周
知

の
よ
う

に
、

『
笈

の
小
文
』

の

ぐ

か
れ
狂
句

を
好
む

こ
と
久

し
。
絡

に
生
涯

の
は
か
り
ご
と
と
な
す

。
あ

る
時

は
倦

て
放

郷
せ
ん
葛
を

お
も

ひ
、

あ
る
時
は
す
す
む

で

人

に
か
た
む
事
を
ぼ

こ
り
、
是
非
胸
中

に
た
た
か
ふ

て
、
こ
れ
が
爲

に
身
安
か
ら
す

。

し
ば
ら
く
身

を
立
む
事
を
ね
が

へ
ど
も

、

こ
れ

が
爲

に
さ

へ
ら
れ
、
暫

ク
学

で
愚

を
曉

ン
事
を
思

へ
ど
も
、
是
が
爲

に
破
ら
れ
、

つ
ゐ

に
無
能

無
藝

に
し
て
只
此

一
筋

に
繋

る
。

と
、
類
似

の
文
章
を

「
幻
佳
庵
記

」
中

に
見
出
す

こ
と
が
で
き

る
。
そ

の

「
幻
住
庵

記

」
も

、
初
稿
と
定
稿
と

で
異

る
が
、

い
ま
、
そ

の

二

つ
を
並
置

し

て
み
る
と

、

な
ど
や
法

を
も
修
せ
す
、
俗

を
も

つ
と

め
す

、
い
と
わ
か
き
時
よ
り
よ

こ
ざ
ま

に
す
け
る
事
侍

り

て
、
し
ば

ら
く
し
や
う
が

い
の
は

か
り
ご
と
と

さ

へ
な
れ
ば
、
絡

此

一
筋

に
つ
な
が

れ
て
無
能
無
才
を
恥

る

の
み
。

(
初
稿
)

情
年
月

の
移

こ
し
拙

き
身

の
科
を
お
も

ふ
に
、
あ

る
時

は
仕
官
懸
命

の
地
を
う
ら
や
み
、

一
た
び

は
佛
籠
租
室

の
扉

に
入
ら
む
と
せ

し
も

、
た
ど
り
な
き
風
雲

に
身

を
せ
め
、
花
鳥

に
情
を
艸労
じ

て
、
暫
く
生
涯

の
は
か
り
事
と
さ

へ
な
れ
ば
、
経

に
無
能

無
才

に
し
て
、

此

一
筋

に
っ
な
が
る
。

(定

稿
)

こ

の
三

つ
の
文
章
か
ら
、

「
笈

の
小
文
↓
幻
住
庵
記
初
稿
↓

幻
佳
庵

記
定

稿
」
と

い
う
展
開

は
考

え
ら
れ

る
が
、

「
幻
佳
庵

記
初
稿
↓

幻

佳
庵
記
定
稿
↓
笈

の
小
文

」
と

い
う
展
開

は
、
文
章

の
推
敲
洗
練

の
状
態
や
内
容

・
情

意

の
沈
潜

の
趣
致
や
回
想

の
感
じ

の
は

る
か
さ
か

ら

い

つ
て
、
考

え
に
く

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

こ
の
鮎
か

ら
も

「
幻
佳
庵
記
」
以
前

に

『笈

の
小
文
』

は
書
か
れ
た
も

の
と

い
わ

れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て

『
奥

の
細
道
』

の
族
と
、
そ
れ
以
後

の
動
静

か
ら
考

え
れ
ば
、
や
は
り

『
奥

の
細
道
』

の
族
出
焚
以
前

に
書
か

れ
た

も

の
と
見
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う

に
考

え

て
み
て
も
、

ち
よ

つ
と
解
決

し
に
く

い

の
は
、
『
阿
羅
野
』
と

の
關
係

で
あ
る
。

『
猿
蓑
』

に
お
け

る
芭

蕉

の
監

修

の
嚴

正

さ
を
考

え
れ
ば
、

『笈

の
小
支
』

の
句
を
、

『
阿
羅
野
』

の
た

め

の
句
形
が

で
き
あ
が

つ
た
時
、
何
故
改
め
な
か

つ
た
か
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と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
い
ざ

行

む

」
、

「
雲
雀

よ

り

」

の
句

な

ど

は
、
紀

行

中

に
お

い

て
も

改

め

ら

れ
よ

さ
そ

う

で
あ

る

。
し

か

る

に

紀

行

中

の
句

は

、
改

め
ら

れ
な

い
ま

ま

に
な

つ

て

い

る
。

こ

こ

で
考

え
出

さ
れ

る

の
は
、

『
笈

の
小
文
』

は
、

貞

享

五

年
尾

張
邊

に
滞

在

中

に
書

い
た

も

の

で
あ

ろ

う
、

と

い
う
小

宮

氏

の
推

定

で
あ

る
。

一
膣

、

『
笈

の
小

交
』

は

、

短
期

間

に

一
氣

に
書

き

あ
げ

ら

れ

た

も

の
で
あ

ろ

う

。

そ

れ

は
、

つ
ぎ

の
よ

う

な

こ

と

か

ら

考

え

ら

れ

る
。

・

(
イ
)

こ
の
紀
行

は
、
長

い
詞
書
を

持

つ
た
句

の
句
集
と

い
つ
た

よ
う
な

性
質
を
も

っ
も

の
で
あ
る
。

(
ロ
)

こ
の
族
中
、
芭
蕉

は
、
長

い
詞
書
を

持

つ
た
句
を
多
ぐ
作

つ
て
い
る
。
(
イ
)
に
見

ら
れ

る

『
笈

の
小
文
』

の
性
質

は
、

こ
う
し
た

長

い
詞
書
を
持

つ
た
句
を
綴
り
合
わ
せ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
。

(
ハ
)

こ
の
族
中

に
書

い
た
書
簡

に
も
、

こ

の
紀

行

の
草
稿

と
見

て
い
い
よ

う
な
も

の
が
あ
る
。

(
惣
ヒ
宛

、
元
腺
元
年

四
月

二
十

五
日

附
書
簡
)

(
二
)

冒
頭

の
風
雅
論
、
そ
れ
に
績
く
紀
行
論

、
お
よ
び
後
牛

に
お
け

る
族

に
關
す

る
感
想

を
述

べ
た
部
分

(
脆

は
破
れ

て
…
…
ま
た

こ

れ
族

の

一
つ
な
り
か
し
。
)
を
除

い
て
、
純
粋

に
紀

行

の
文
と
し

て
新

に
書

か
れ
た
部

分
は
、
極

め
て
僅
少

で
あ

る
。
す
な

わ
ち
、

保
美

に
杜
國
を
訪

ね
た
條

(
「
鷹

一
つ
」
の
句

で
絡

る
)
。
吉
野

に
花
を
見

る
條

(
「
よ
し
野

に
て
櫻
見

せ
う
そ
檜
笠

」

の
句

で
経

る
段

落

と
、

「
草
臥

て
宿

か

る
比
や
藤

の
花

」

で
絡
る
段
落

と
、

「
吉
野

の
花

に
三
日
と
ど
ま
り

て
…
…
思

ひ
立
ち
た
る
風
流

い
か

め
し
く

侍
れ
ど
も
、

と
こ
に
至

り
て
無
興

の
こ
と
な
り
。
」

の
段
落
)
。
須
磨

の
條

の
前
牛

。

`
こ
れ
だ
け

の
も

の
で
あ

る
か
ら

、
調

子
が

つ
い
て
來

て
書

け
ば
、
族

中
容
も
割

と
短
期
間

に

一
氣

に
書
き
あ
げ

ら
れ
た
ろ
う
と
見

ら
れ
る

の
で
あ

る
。
そ
れ

で
あ

る
か
ら

、
貞
享

五
年
四
月
末
か
ら

、
八
月
初
ま

で
の
間

に
、
湖
南

・
尾
張

・
美
濃
あ
た
り

の
ど

こ
か

で
、

一
氣

に

書

き
絡

え
、
誰

か
そ

の
地

の
門
人

の
所

へ
淺

し
て
來
た
も

の
で
は
な

い

か

と

い
う

推

定

が
な
さ
れ
る
。

『笈

の
小
交
』
は
、
寳

永
元
年

『
笈
の
小
丈
』
の
風
雅
観
と

『
蕪
子
』
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人

文

研

究

第

九

鰻

(
一
七
〇

九

)
す

な

わ

ち
芭

蕉

笈
後

十

五
年

に
し

て
、

近

江

の

乙

州

に

よ

つ

て
出

版

さ
れ

て

い
る
。

そ

し

て
、

こ

の
書

に
は
、
砂

石

子

が
、
序

に

「
此

の
翁

(
芭

蕉

)
上

が

た
行

脚

せ
ら

れ

し
時

、
道

す
が

ら

の
小
記

を

集

め

て
、

こ
れ

を

名

づ
け

て
笈

の
こ

ふ

み
と

い
ふ
。

…

…
爾

來

、

門
葉

多

し
と

い

へ
ど

も

、
唯

乙
州

に

の

み
授

見

せ

し

む

。
」

と

し

る
し

て

い
る

。
芭

蕉

は

、

『
三

日
月

日
記
』

を

呂
丸

に
與

え

だ
り

し

て
い

る
か
ら

、

こ

の
砂

石

子

@

い
う

よ

う
な

こ
と
も

、

全
然

あ

り
得

な

い

こ
と

で

は
な

い
。

そ

う
す

る

と

『
笈

の
小

文
』

は

、
芭

蕉

が
須
磨
見
物

を
絡

え
て
上
京
し
、

つ
い
で
湖
南

に
悠

遊
し

て
い
た

頃
-

貞
享
五
年

の
夏
頃
i

書

き
あ
げ
、
乙
州

に
與

え
た
も

の
か

と

い
う
推
定
を
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

以
上
、

い
ろ
い
ろ
と
考
察
し

て
み
た

と
こ
ろ
か
ら

『
笈

の
小
文
』

は
貞
享

五
年
四
月
末

か
ら
、
お
そ
く
と
も
同

年
末

頃
ま

で
に
書

か
れ

た
も

の
と
見

る

の
が

一
番
穏
當

で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ

る
。
も

つ
と
も
、

『
阿
羅
野
』

『
卯
辰
集
』

『
花

摘
』
中

の
句

の
關

係
か
ら
、

一
懸
奥

の
細
道

の
族
以
後

に
ま
で
制
作
年
代
を
引
き

さ
げ
ら
れ
な

い
こ
と
も
な

い
が
、
ど

ん
な

に
後

に
引

き
さ
げ

て
も

,
元
緑
三
年
秋

、

「
幻
佳
庵

記
」
執
筆
以
後

と
は
見

ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
し

か

し
、

こ

の

『
笈

の
小
文
』

の
風
雅
観
は
、

「
不
易
流
行
」
読

の
基
盤
と
な

る
も

の
で
あ
り
、
貫
道
す

る

一
な

る
も

の
の
膣
認

の
上

に
初

め

て

「
不
易
」

の
理
念
が
成
立
ち
、
流
行

の
認
識

が
形

づ
く

ら
れ

る
の
で
あ

る
か
ら
、
結
局

お
そ
く
と
も

『
奥

の
細
道
』

の
族

に
出

で
立

つ
前

ま
で
に
で
き
上

つ
た
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ

う
。

こ
れ

で

『笈

の
小
文
』

の
創
作
年
代

は
、

ぼ
ど
推
定

さ
れ

た

こ
と

と
思
う
が
、

つ
ぎ

に
こ
の
時
期

に
お
け

る
芭
蕉

の

『
荘

子
』
熟
讃

ぶ

り

を
見

て
み
ょ
う
。

談
林
時
代

の

『
荘

子
』

の
寓
言
を
俳
譜

に
移
す

こ
と
を
喜

ん
だ
時
代

の
作
品

か
ら
、
天
和
時

代

の

鷺

の
足
難
脛
長
く
纏

添

て

(
次
韻
)

茅
舎
買

レ
水

氷
苦
く
便
鼠
が
咽
を
う
る
ぼ
せ
り

(
虚
栗

)
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の
境

地
を
経

て
、
貞

享
年
代

に
は

『
荘

子
』

へ
の
傾
倒

と
深
ま

り
を
作
品

の
上

に
も
示
し

て
き

て
い
る

。

も
ろ

こ
し

の
俳
諸

間
は
ん
飛

ぶ
胡
蝶

(
句
選
拾
遺

)

起
き
よ
起

き
よ
我
が
友

に
せ
ん
寝

る
胡
蝶

(
己
が
光

)

物
皆
自
得

、

.

花

に
あ
そ
ぶ
虻

な
く
ら
ひ
そ
友
雀
・

(
績

の
原
)

よ
く
見
れ
ば
齊
花
険
く
垣
根
か
な

(績

虚
栗
)

世

に
匂

へ
梅
花

一
枝

の
み
そ

さ
ざ

い

(
佳
吉

物
語
)

ま
た
、
俳
文

で
は
、

ニ

じ

顔

公

が
垣
穗

に
お

へ
る
か

た

み

に
も

あ

ら

す

、
恵

子

が
つ
た

ふ
種

に
し
も

あ
ら

で
、

我

に

ひ
と

つ

の
ひ

さ

ご
あ

り

。
是

を
た

く

み

に

ご

ニ
　

つ
け

て
、
花

入

る
る
器

に
せ

む

と
す

れ

ば

、

大

に
し

て

の
り

に
あ

た

ら

す
、

さ
さ

之

に
作

り

て
さ

け
も

ら

む

と
す

れ

ば

、
か
た

ち

み
る

　
ニ

こ

所

な

し

。

あ

る

ひ

と

の

い
は

く

、
草

庵

の

い
み
じ

き
糧

入

る

べ
き
も

の
な

り

と
。

ま

こ
と

に
よ

も
ぎ

の
心

あ

る
か
な

。

(
下
略

)

(
四

山
瓢

)

*

　
　
　
　

　
の
な
　

伊
豫

の
國
、
松
山

の
嵐
。
ぱ

せ
を

の
洞

の
枯
葉
を

吹

て
、
其
聲
歌

倦
を
吟
す
。
憶
蓼

々
勿

々
た
る
風

の
昔

、
玉
を
な
ら

し
、
金
石

ひ

　
ロ
ゐハ
　

ハ
　
セ
　

び
く

。
或

は

つ
よ
く

、
或

は

や

は
ら

か

に
吹

て
、
且

人

を
し

て
な

か

し

め
、

人

に
心

を

つ
く

。

萬
籔

怒
號
響

替

て
、

句
毎

の
意

味

各
別

　
り
　
　

　
ら
ぬ
　

な
り
。
唯
是

天
籟

自
然

の
作
者

、
芭
蕉

は
破
れ

て
風
瓢

々
。

(
歌
仙

の
賛
)

*

罠

喬

は
遠

く
聞

、
蓬

莱

・
方

丈

は
仙

の
地

也
。

ま

の
あ
た

り
士

峯

、

地
を

抜

て
蒼

天
を

さ

さ

え
、

日
月

の
た

め

に
雲
門

を

ひ

ら
く

か

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
観
と

『
蕪
子
』
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'

人

文

研

究

第

九

輯

と

、

む
か

ふ
と

こ
ろ
皆

表

に
し

て
美

景

千
攣

ス
。

詩

人

も
句

を

つ
く

さ
ナ

、

才

士

、

文

人
も
言

を

た

ち
、

書

工
も
筆

捨

て
わ

し

る
。
若

　
ニ
　

　

貌

如
射

の
山

の
沖
人
有

て
、
其
詩
を
能

せ
ん
や
、
其

絶
を
よ
く
ぜ

ん
鰍
。

雲
霧

の
暫
時

百
景
を

つ
く
し
け
り

(
士
峯
讃
)

な
ど
を
経

て
、

「
蓑
虫
読
蹟
」

(
前

に
引
用

し
た

)

の
境

地
に
至
り
、

さ
ら

に

『
阿
羅
野
』

の
序

丈

に
深

さ

と

渾

一
の
境
を
示

し
て
い

る

。こ
こ
に
見

て
き
た
と

こ
ろ

で
も
、
天
和

・
貞

享
年
代

の
芭
蕉

が
、

い
か

に

『
荘

子
』

に
熱
中

し

て
い
た
か
が
知

ら
れ
、

こ
と

に

『
笈

の

小
丈
』
執
筆

の
こ
ろ
に
は
、

『
荘

子
』

を
ま

つ
た
く
同
化
し
き

つ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
が
、
か
れ
は
、
そ

の
頃
さ
ら

に
門
人

た
ち

に
も
す
す

め
て
し
き
り

に

『
荘

子
』

を
讃

ま
せ

て
い
る
。

(
一
緒

に
護

ん
だ

こ
と
も
あ

る
で
あ
ろ
う
。
)
其
角
な

ど
が
、

『
虚
栗
』

時
代

か
ら
さ
か
ん

に

『
荘

子
』
を
ふ
り
ま
わ
レ
忌

)
『
冬

の
日
』
.
の
尾

張

の
門
人

に
も

『
蕪
子
』

の
俳
譜
化
が
見
ら

れ
る
こ
と
は
周
知

の
と

こ
ろ

で
あ
る
が

『
笈

の
小
文
』

の
族

の
絡

つ
た

こ
ろ

に
は
、
門
人
と
し

て
新

し
く
進
出

し
、
芭
蕉

に
供

を
し

て
木
曾
を
経

て
江

戸

に
至
つ

た
越

人
が
、

や
は
り

『
荘

子
』

に
深

い
關

心
を
示
す

句
を

い
ろ
い
ろ
と
作

つ
て
い
る
。

二
三
例
を
あ
げ

る
と
、
焚

句

で
は
、

ハ
ニ

ニ
ね

牛

馬

四

足
、
是
謂

レ
天
。

落

二
馬

首

一
、
穿

二
牛
鼻

一、

是

謂

レ
人

。

一
方

は

梅

さ
く
桃

の
綴

木

か

な

　
ニ
ヨ
　

藏

二
舟

於
堅

一
、
藏

二
山
於

澤

一。
謂

二
之
固

一突

。
然
而

夜

孚

有

レ
力

者

、

負

レ
之

而

走

。

か
ら

な

が
ら

師
走

の
市

に
う

る

さ
ざ

乏

9

蓮

句

で
は
、

理
を
は
な
れ
た
る
秋

の
夕
ぐ
れ

越

人

ハ
ニ
リ

　

箪
瓢

の
大
き
さ
五
石
ば
か
り
な
り

同
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と

い
つ
た
よ
う
な
打
ち

こ
み
か
た

で
あ

る
。
ま
た

、
そ

の
こ
ろ
芭
蕉

に
非
常

に
愛

さ
れ

て
接
近
し

て
い
た
路
通
も
、
元
緑
元
年

冬
,

　
ニ
ま

　

火

桶
抱

て
を

と
か

ひ
膀

を

か
く

し

け
り

.

　
ニ
ま
　

と

い
う
句
を
作

つ
て
、
芭
蕉
か

ら

「
俳

作
妙

を
得
た
り

」
と
姪

め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
か

の
杉

風
も
、
同
じ

こ
ろ
、

襟

毬

に
首
引
入

て
冬

の
月

と
、
や

は
り

「
人
間
世
」

篇

の
支
離
疏

の
話

に
影
響

を
受
け
た
句
を
作

つ
て
い
る
。

こ
の
ぼ
か
、
年
代
は
違
う
が
、
元
緑

四
年

二
月

の
怒
誰
宛
書
簡

に
よ
れ
ば
、
怒

誰
は
自

分

で

『
荘

子
』
を
讃

ん
だ
だ

け
で
は
な
く
、
ほ

か

の
人

に

『
荘

子
』

の
講
義

ま

で
し

、
近

江

の
芭
蕉

の
門
人
た
ち
が
そ

の
聴
講

者

で
あ

つ
た

こ
と
が
わ
か
る
し

、

「
悼
嵐
蘭
詞
」

に
よ
れ

ば
、
嵐
蘭

は

「
老
荘
を
魂

に
か
け

て

」
い
た
人
物

で
あ

る
こ
と
が
知
ら

れ

る
。
怒
誰

や
嵐
蘭

の

『
荘
子
』

に
封

す

る
こ
う
し
た
態
度

は
、

後

に
な

つ
て
急

に
養

わ
れ
た
と

い
う
も

の
で
な
く
、
や
は
り
、
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
こ
う

し
た
門
人

た
ち

の

『
蕪

子
』

に
劉

す

る
熱
烈
な
傾
倒

は
師
芭

蕉

の
そ
れ
の
感
化
と
見

ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ

の

『
荘
子
』
は
、
芭

蕉

の
思
想

・
作
風

の
磯

展
と
と
も

に
、
芭
蕉

の
中

に
あ

つ
て
生
長
せ
し

め
ら
れ
、
焚
展

せ
し
め
ら

れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
が
、
か
れ
自
身

、
お
よ
び
か
れ

の

周
園

の
門
人
た
ち
が
貞

享
宋
か

ら
元
蘇

に
か
け

て
、
と
く

に
熱

心

に
、
ま
た

い
よ

い
よ
深
く

『
荘

子
』
を
讃

ん

で
い
る
こ
と
を
見

る

こ
と

は

『
笈

の
小
文
』

に
お
け

る

『
荘

子
』

と
芭
蕉

と

の
根
源
的

、
本
質
的
な
か
か
わ
り
合

い
が
、

い
か

に
深

い
必
然
的
な
も

の
で
あ

つ
た
か

を

示
さ
れ
る

も
の
で
あ

る
と

い
ーう

べ
き
で
あ
る
。

・
あ
る
作
家

、
作
品

が
、
先
行

の
あ

る
思
想
、
作
家
、
作
品

の
影
響
を

い
か

に
受

け
て
い
る
か
を
調

べ
て
ゆ
く

と
、
何
も
か
も
そ

の
影
響

下

に
あ
る
か

の
よ
う
な
感
じ

が
し

て
く

る
も
の
.で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
そ

の
よ
う
な

こ
と
に
な
ら
な

い
よ
う

に
大

い
に
警
戒
し

て
き
た

の
で

あ

る
が
、
芭

蕉

に
封
す

る

『
蕪

子
』

の
關
係

は
、
ど

の
よ
う
に
検
討

し
な
お

し
て
も

、
決
し

て
僅

少
、
皮
相
な
も

の
と
見

る
こ
と
が
で
き

な

い
。

『
荘

子
』
が

こ
れ
ぼ
ど
深
く
、
芭
蕉

の
人
間
構
造

に
ま
で
く

い
こ
ん
だ

の
は

、

『
蕪

子
』

と
と
も

に
、
か
れ

の
人
間
構
造

と
思
想

『
笈
の
小
丈
』

の
風
雅
観
と

『
荘
子
』
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人

丈

研

究

第

九

輯

艦

系
の
二
大
支
柱

の

一
と
な

つ
て
い
る

「
繹
」
が
ま
た

『
荘
門子
』
と
共
通
す

る
論

理
や
世
界
観

や
を
持

つ
て
い
た
か
ら

で
も
あ
ろ
う
。
し

.か
し
、
芭
蕉

は
そ
れ
ら
を
軍
な

る

一
つ
の
思
想

、
宗
敏

と
し

て
承

け

て
い
る

の
で
は
な

く
、
わ
が
國

の
文
藝
精
棘

の
傳
統

に
生

き
る
自
畳

を
媒
介
す

る
も

の
と

し
て
、
自

己
の
骨
肉
と

し
た

の
で
あ
り
、
こ

こ
に
近
世
の
詩

人
と
し

て
、
新
し

い
不
滅

の
俳
譜
精
紳
を
う
ち
樹
て
得

た

の
で
あ

る
。
そ
れ
が
芭
蕉

に
お
け

る

『
荘

子
』

の
本
質
的
な
か
か
わ
り
方

で
あ
る
が
、

そ
れ
を
最

も
あ
ら

わ
に
、
端
的

に
示
す

の
が
、

『
笈

の
小
文
』

で
あ
る
。
す

で
に
見

て
き
た
よ
う

に
、
芭
蕉

に
お
け
る

『
荘
子
』
は
、
芭

蕉

の
思
想

・
作
風

の
展
開
と
と
も

に
あ

つ
た
の

で
あ
る

が
、

『
笈

の
小
丈
』

は
、
そ

の
族
に
お

い
て
、

『
荘
H子
』

の
高

さ
に
芭
蕉

が
達
し

だ
こ
と
を

示
す

も

の
で
あ
り
、
芭
蕉

の
生
涯

に

わ
た
る

『
荘

子
』

の
思
想

の
撮
取
同
化

の
流

れ

に
お
け
る

一
つ
の
頂

窯
と
い
つ
て
も
よ

い
も

の
を
形
成

し

て
い
る
こ
と
を

示
す
も

の
で
あ

る
。
芭
蕉

に
お
け
る

『
荘

子
』
も

「
暉

」
も
、
思

想
と
し

て
は
、
ま
た
宗

敏
と
し
て
は
、
新
し

い
も

の
で
は
な
か

つ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ

の
思
想

、
そ

の
宗
敏

は
、
全
く
新

し

い
肉

膿
を
持

つ
て
、

日
本
交
藝

の
傳
統

の
血
脈

を
綴
承
す

る
、
近
世

の
俳
譜
精
紳
と
な

つ
て

生
か
さ
れ
た
。
近
世
を
通
じ

て
、
わ

が
國

に
、

『
蕪

子
』
を
、
そ
し

て

「
輝
」
を

こ
れ
だ
け
日
本
民
族
す

べ
て
の
も

の
と

し
て
生
か

し
得

た
も

の
は
、
漢

学
者

で
も
な

く
、
輝
侶

で
も
な

く

て
、
實

に
俳
藷

の
詩
人
芭
蕉

だ

つ
た

の
で
あ

る
。

一一110一

((∩(∩(註

六 五 四 三 ニ ー
))))))

ム
ツ
井
丈
男
氏

の
論

丈

「
風
羅
坊

の
紬性
格
」

。

お
よ
び
・次
項

。

今

井
丈

男
氏
編

『
芭

蕉
俳
論
抄
』
。

『
俳

句
』
、

昭
和

二
十
七
年

+

一
月
號
。
「
風
雅

」
。

口

本
古
典

讃
本

『
芭
蕉
』
。

『
芭
蕉

講
座
』
(
↓
二
省

堂
)

第
山
ハ
巻
、
俳

論
管
…。

山
崎
喜
好

氏

「
芭
蕉
な
讃

む
丈
法
」

(
『
解

糧

と
鑑
賞

』
昭
和

二
十
八
年

十

二
月

號
)
。

な

お
、
井

太
農

一
民

も
同
様

の
説
な

と
ら
れ

る
。

『
芭

蕉
講
座
』
(
創
元
赴
)



(

七

)

頴

原
博

士

『
芭
蕉

講
座
』
。

(

八

)

小
宮
豊

隆
氏

『
芭
蕉

の
紀

行
丈
』
。

(
九

)

頴

原
博

士

『
名

句
評
繹
』

(
一
〇
)

加
藤
鰍
邨

氏

『
芭
蕉

講
座

』
護
句

編

(
三
省

堂
)
。

(
】
一
)

『
蕪
子
』
「
沮
遙

遊

」
に

「
恵

子
謂

二
賠
子

桶
日
、

魏

王
胎

二
我
大
瓠

之
種

㍉

我
樹

・
之
而
成
、

而
実

五
石
。
以
盛

二
水
漿

一
、
其
堅

不

・
能

二
自

塞
こ
也
。

剖

・
之

以
爲

レ
瓢
、
則
瓠

落
無

レ
所

レ
容

。
非

レ
不

二
曙
然
大

一
也
。
吾
爲

二
其
無

τ
用

、
而
拮

レ
之

。
」

と
あ

る
の
に
よ

つ
て

い
ろ
。

(
一
二
)

『
蕪
子
』

「
趙
遙

遊
」

に
、

「
恵

子

謂
二
蕪

子

一
日
、

吾
有

二
大
樹

一
、

人

謂

二
之

樗

一
。
其
大

本
擁

腫
、

而

不

レ
中
二
縄
墨

一
、

其
小
枝

巻
曲

而

不
・

申

三
親
矩

一
。
」
と
あ

る

の
に
ょ

つ
て

い
る
。

(
=

二
)

『
荘
子
』
「
造
遙

遊

」
に
、

「
而
憂

二
其
瓠

落
無

τ
所

・
容
。

則
夫
子
猫
有

二
蓬

之

心

一
也
夫

。
」

と
あ

ろ

の
に
よ

つ
て

い
ろ
。

(
一
四
し

老
蕪

者
流

の
き

ど

つ
れ

い
い
方

な

し
て

い
る

の
で
あ

ろ
。

(
一
五
)

『
蕪

子
』

「
齊

物
論

」
に
見
え
ろ

語
。
(
頴

原
博

士

『
芭

蕉
丈
集
』
参

照
)

(
一
宍
)

『
蕪

子
』
「
天
地
」

「
金
石
有

レ
聲

。
」
に

ょ
る
。

(
一
七
)

『
蕪

子
』

「
齊
物

論
」

の
語
。
(
頴
原
博

士

『
芭
蕉

文
集
』
参

照
)
。

(
一
八
)

『
荘

子
』
「
齊
〃物
論

」

の
甑
開
。

(
一
九
)

「
自

然
」

と

い
う

語
は

『
蕪

子

』

お
よ

び
郭

註
な
ど
に
、
敷

限
り
も
な
く

出

て

い
う

と

こ
ろ

で

あ

ろ
。

(
二
〇
)

『
蕪

子
』

「
遣
蓬
遊
」

に
見
え
、
神

仙

の
棲

む
所
。
(
頴
原
博

士

『
芭
蕉

丈

集
』
参

照
。
)

(
一
二

)

其
角

は

『
笈

の
小
丈
』

の
族

の
饅

別
會

の
、

「
族

人

と
わ

が
名

よ
ば

れ
ん

初
時
雨

芭
蕉

」
を
立

句

と
す

ろ
四
+
四

の
第

三

で
も

『
雍

子
』
な

ふ
ま
え

t
句

を
作

っ
て

い
ろ
。

(((((

宍 五 四 三 二
)))))

『
蕪
子
』
「
秋
水
」
か
ら
引
く

。

『
蕪
子

』
「
太
宗

師
」

か
ら
引

く
。

「
趙
遙

遊
」

に
よ
る
o

『
蕪
子
』

「
人
間

世
」

「
支
離
疏
者
、
順

隠

二
於
膀

一、

元
蘇
元
年

十

二
月

五
日
附

荷
白
宛
書

簡

。

『
笈

の
小
丈
』

の
風
雅
襯
と

『
蕪
子
』

肩

高

二
於

頂

一
。
」

に

ょ

っ
て

い
ろ

。

●
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