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芥

川

龍

之

介『芭
蕉
雑
記
』
に
み
る
文
芸
上
の
思
想
ー

菊

地

弘

「

芥
川
龍
之
介
が
昭
和
二
年
四
月

「改
造
」
で
.『文
芸
的
な
、
余
り
に
文

芸
的
な
』
の

コ

「話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
で

「話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
は
勿
論
唯
身
辺
雑
事
を
描

い
た
だ

け

の
小
説
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
、
最
も
詩
に
近
い

小
説
で
あ
る
。
し
か
も
散
文
詩
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
も
遥
か

に
小
説
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

と
強
調
し
た
根
本
的
理
由
は
、
告
白
体
の
私
小
説
へ
の
反
逆
精
神
か
ら
で

あ
る
。
芥
川
の
こ
の
芸
術
へ
の
熱
い
意
思
が
谷
崎
潤

一
郎
と
の

「小
説
の

筋
」
論
争
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
谷
崎
も

『饒
舌
録
』
で
、

し
か
し
な
が
ら
現
在
の
日
本
に
は
自
然
主
義
時
代
の
悪
い
影
響
が

ま
だ
残
つ
て
ゐ
て
、
安
価
な
る
告
白
小
説
体
の
も
の
を
高
級
だ
と
か

深
刻
だ
と
か
考

へ
る
癖
が
作
者
の
側
に
も
読
者
の
側
に
も
あ
る
や
う

に
思

ふ
。
此

れ
は
矢

張

一
種

の
規

矩
準

縄
と

見

る
こ
と

が
出

来

る
。

私

は
そ

の
弊

風
を

打
破

す

る
為

め

に
声

を
大

に
し

て

「話

」

の
あ

る

小

説
を

主
張

す

る

の
で
あ

る
。

芥

川
君

も
云

つ
て
ゐ

る
や
う

に
、

恐

ら

く

日
本
ほ

ど
告
白

体

小
説

の
跋
扈

し

て

ゐ
る
文
壇

は

な

い
で
あ

ら

・つ
。

と
芥

川

と
同
根

の
思

い
に
立

っ
て

い
る
。

異

る

の
は

〈
安

価
な

る
告

白
小

説
体

〉
を
超
え

よ
う

と
す

る
意

思

の
内
容

で
、
谷
崎

は

「
話
」

の
あ

る
、

筋

の
面
白

い
小

説
を

狙
う

の
に
対

し

て
、

芥

川
は

〈
詩
的

精
神

〉
の
働
き

の
有

無
を

問
題

と

し
、
小

説

の
う

ち

に
詩
を

盛

る

こ
と
を
主

張

し

て

い
る
。

「
六

僕
等

の
散

文
」
「
七

詩
人

た
ち

の
散

文
」
「
十

二

詩

的
精
神

」
を

読
め

ば
芥

川

の

〈
詩

的
精

神

〉

へ
の
傾
情

の
さ

ま
が

解

る
。
谷

崎

へ
の
駁

論

の
中

で

〈
僕

の
詩

的

精

神
と

は
最

も

広

い
意

味

の
抒

情

詩

で
あ

る

〉

(「
十

二

詩
的

精
神
」
)
と

い
う

。

『
文
芸

雑
談

』

で
は

く
尤

も
僕

の
詩

的

精
神

と

い
ふ

の
は
、

必
ず

し
も

西
洋
詩

的
精

神
ば

か

り

で
は
な

く
、
東

洋
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詩
的

精
神
も

や
は
り

そ

の
中

に
入

る
も

の
で
あ

る
。

譬

へ
ば
葛

西
善

蔵
氏

の
私

小
説

に
し

て
も

、
僕

は
或

人

々
の
様

に
如

実

に
人
生
を

描

い
た

か
ら

尊

い
も

の
で
あ

る
と

は
思

つ
て
ゐ
な

い
。
(
中
略

)
た

だ
雨
中

の
風
景

に
似

た

或
美

し
さ

を
捕

へ
て
居

る
と

こ
ろ

は
、
容

易

に
誰
も

真
似

の
出

来
な

い

特

色

で
あ

る

〉
と

し
、

日
本

的
詩

的
感

性
を
織

り

成
す

私
小

説

に
は
賛

辞

を
惜

し
ま

な

い
。

そ

の
観

点

か
ら
瀧

井

孝
作

の
作

品
な

ど
を
も

評
価

し

て

い
る

。

こ

の
芥

川

の
芸

術

観

で

『
文

芸

的

な
、
余

り

に
文

芸

的

な

』

の

「
二

谷

崎
潤

一
郎

氏

に
答

ふ
」

で
書

い
た

の
が
、

「刺

青
」

の
谷

崎

氏
は
詩

人

だ

つ
た
。

が
、

「
愛
す

れ
ば

こ
そ
」

の

谷
崎

氏
は

不
幸

に
も

詩
人

に
は

遠

い
も

の
で
あ

る
。

「大

い
な
る
友

よ
、

汝
は

汝

の
道

に
か

へ
れ
。
」

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
押

さ
え

て
く

る
と

芥

川

の
告

白
体

小
説

に
向

け

て

の
反

逆

は
、
己

に
囚

わ
れ

た
安

易
な

告
白

、
救

抜

の
狭
隘

性
と

、
通

俗
的

な
興

味

に
対
し

て

で
あ

る
。
芥

川
は
前

述

し
た

よ
う

に
葛

西

や
瀧
井

の
作

品

の
抒

情
的

な
美

し

さ
を

買

っ
て

い
る
。
〈
詩
的

精
神

〉
の
発

揚

に
よ

る
造

形
表

現

に
力

点
を

置

い
て

い
る

の

で
あ

る
。

ま

た
次

の
よ
う

に
も

い
う

。

も

し
厳

密

に
云

ふ
と
す

れ
ば

、

一
人

の
作
家

な
り

、

一
篇

の
作
品

な
り

は
、

一
時

代

の
外

に
生
き

る

こ
と
は

出
来

な

い
。

こ
れ
は

最
も

切
実

に

一
時
代

の
生

活
を

表
現

す

る
為

に
支
拂

ふ
租
税

で
あ

る
。
前

に
も

一
度

云

つ
た
様

に
、

あ
ら

ゆ
る
文

芸

の
形
式

中

、
小

説
ほ

ど
短

命

に
終

る
も

の
は
な

い
、

同
時

に
又

、

一
面

で
は
小
説

ほ
ど

痛

切

に

生

き

る
も

の
は

な

い
。

従

つ
て
又
、

そ

の
点

か
ら

見
れ

ば
小

説

の
生

命
は
抒
情
詩
よ
り
も
、
更
に
抒
情
詩
的
色
彩
を
帯
び
て
居
る
。
つ
ま

り
小
説
と
云
ふ
も
の
は
、
丁
度
稲
妻
の
光
の
中
に
僕
等
の
目
前
を
掠

め
て
飛
ぶ
火
取
虫
に
近
い
も
の
な
の
だ
ら
う
。

〈
詩
的
精
神
〉
に
よ
っ
て
小
説
の
中
に
抒
情
の
世
界
を
造
型
す
る
こ
と

を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

小
説
は

〈詩
的
精
神
〉
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
芥
川
は
、
小

説
に
詩
を
加
え
る
こ
と
で
告
白
小
説
の
狭
隘
性
を
超
え
よ
う
と
す
る
意
思

を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
詩
的
表
現
に
注
視
し
て
い
る
。
そ

れ
に
関
連
し
て
自
分
自
身
詩
人
俳
人
歌
人
の
書

い
た
散
文
に
多
く
の
恩
を

蒙

っ
た
こ
と
を

「六

僕
等
の
散
文
」
「七

詩
人
た
ち
の
散
文
」
「八

詩
歌
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
心
象
を
近
代
的
色
彩
で
表
現
す
る
力
、

一
首
ご
と
に
鳴
り
渡
ら
せ
る
生
活
の
響
き
な
ど
に
、
文
芸
上
の
思
想
を
、

そ
の
特
色
を
芥
川
は
読
み
と

っ
て
い
る
。

二

 

視
点
を
変
え
て
芸
術
家
の
肖
像
を
捉
え
た

『
芭
蕉
雑
記
』
か
ら
芥
川
の

芭
蕉
観
を
追
っ
て
み
る
。

中
国
旅
行
を
終
え
て
き
た
芥
川
を
、
下
島
勲
は
、

支
那
か
ら
帰
つ
て
来
た
彼
は
気
分
の
上
に
も
多
少
変
化
が
あ
つ
た

も
の
と
見
え
る
。
そ
の

一
例
は
書
斎
の
我
鬼
窟
を
改
め
て
澄
江
堂
と

す
る
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
佐
佐
木
茂
索
君
が

「澄
江
な
ん
て
い
ふ

芸
者
に
で
も
惚
れ
た
の
か
」
な
ど
と
戯
れ
た
の
だ
つ
た
。
不
思
議
な

の
は
澄
江
堂
な
ど
と
い
ふ
支
那
臭
い
名
を

つ
け
て
お
き
な
が
ら
、
芭
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蕉

を

は
じ

め

元
禄

の
俳
諧

研

究
な

ど

が
始

ま

つ
た
。

(勿
論

以

前

か

ら
俳

諧

に
は

深

い
関
心
を

持

つ
て
は

ゐ
た
が

)
何

だ
か

西
洋

か
ら
支

那

へ
、

そ
れ

か
ら
自

分
自

身

の
邦

へ
、

と

い

つ
た

や
う

な
感

じ
が

な

い
で
も
な

か

つ
た

。
俳

画
や

俳
句

の
軸

の
欲

し
く

な

つ
た

の
は

こ
の

頃

の

や
う

に
思
は

れ

る
。

と

回
想

し

て

い
る
。
下

島
は

更

に
、

芥
川
龍

之
介

君

は
元

禄
俳

人
殊

に
芭

蕉

の
崇

敬

者

で
あ

る
と
同

時

に
、
芭
蕉

の
研
究

家
と

し

て
も
有
名

で
、

そ

の
独

自

の
観

察

眼
は

前

人

未
踏

の
境

地
を

拓

い

て
ゐ
る
。

然
も

芭
蕉

の
俳

句
態

度

に

つ
い

て

は

、

か

く
あ

り

て
こ

そ
…

…
と
推

服
措

か
ず

、
自

分
も

ま
た

芭

蕉

の
態

度

に
な
ら

つ
て
作
句

し

た

の
で
あ

る
。
だ

か
ら

、
彼

ほ
ど

の

天
才
を

も

つ
て
し

て
猶

且

そ

の

一
句
を

成
す

ま

で

の
苦

心
は

寧

ろ
惨

マ
マ

階

と

い
う

て
も
過

言

で
は
な

か

つ
た
。

彼

は
常

に
言
う

て
ゐ
た
。

僕

の
俳
旬

は

、

こ
れ

で
も

全
く

真

剣

だ
。

人

は
何
と

い
ふ
か
も

知

れ
ぬ

が
、
僕

の

一
句

は

こ
れ

で
も

、

僕

の
小
説

一
篇

と
桔
抗

す

べ
き
も

の
で
、

両
者
も

と

よ
り
軽

重

は
な

い
σ

と
作
句

の
心
構
え
を
伝
え
て
い
る
。
伝
統
的
な
定
型
俳
諧
の
芭
蕉
に
芥
川

が
向
き
合
う
こ
と
は
、
文
芸
上
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
芥
川
は

『芭
蕉
雑
記
』
で

芭
蕉
は
大
事
の
俳
諧
さ
へ

「生
涯
の
道
の
草
」
と
云
つ
た
さ
う
で

あ
る
。
す
る
と
七
部
集
の
監
修
を
す
る
の
も

「空
」
と
考

へ
は
し
な

か

つ
た
で
あ
ら
う
か
?

同
時
に
又
集
を
著
は
す
の
さ
へ
、
実
は

「悪
」

と

考

へ
る

前

に

「空

」

と

考

へ
は

し

な

か

つ
た

で

あ

ら

う

か

?

寒

山

は
木

の
葉

に
詩
を

題

し
た
。

が

、
そ

の
木

の
葉
を

集

め

る

こ
と

に
は
余

り
熱

心

で
も
な

か

つ
た

や
う

で
あ

る
。
芭

蕉
も

や

は

り
木

の
葉

の
や
う

に
、

一
千
余

句

の
俳
諧

は

流
転

に
任

せ
た

の

で
は

な

か

つ
た

で
あ

ら
う

か

?

少

く

と
も
芭

蕉

の
心

の
奥

に
は

い

つ
も

さ
う

云
う

心
も

ち

の
潜

ん

で
ゐ
た

の

で
は
な

か

つ
た

で
あ
ら
う

か

?

(
一

著

書
)

と

芭
蕉

の
心

を
推

し
量

っ
て

い
る

。
人

生

の
う

ち

で
俳

諧
は

道
草
を

く

っ

て

い
る
よ
う

な

こ
と
、

か
り

そ
め

の

こ
と

で
あ

る
と

い
う

芭

蕉
は

一
千
余

句

の
句

評

に
も
、

編
集

を
す

る

こ
と

に
も
心

を
留

め

る
こ
と

は

し
な
か

っ

た

、
つ
ね

に
意

匠

の
新

し
さ

を
求

め
た

俳
聖

で
あ

っ
た

と
し

て

い
る
。
「
生

涯

の
道

の
草

」
と

い
う

言
葉

は

〈
人
生

を
大

夢
と

信

じ
た
世

捨
人

の
芭

蕉

に
は

寧

ろ
当

然

の
言
葉

で
あ

る

〉

(
四

詩

人
)

と
す

る
。

が
、
そ

れ

は

比

喩
と

し

て
以
外

に
意

味

の
な

い
言
葉

で
、

そ

の

「生

涯

の
道

の
草
」

に
芭

蕉

ほ
ど
真

剣

に
な

つ
た

人
は
滅

多

に

ゐ
な

い
の

に
相

違

な

い
。

い
や
、
芭

蕉

の
気

の
入

れ
か

た
を
見

れ

ば

、
「
生
涯

の
道

の
草
」
な
ど

と
称

し

た

の
は
ポ

オ
ズ

で
は

な

い
か
と

思

ふ
位

で
あ

る
。

「土

芳

云
、

翁

日
、
学

ぶ
事

は

常

に
あ

り
。

席

に
臨

ん

で
文

台

と

我
と

間

に
髪

を

入
れ
ず

。

思
ふ

こ
と

速

に
云
出

て
、
爰

に
至

て
ま

よ

ふ
念

な
し

。
文
台

引

お

ろ
せ
ば

即
反

故
な

り
と

き
び

し
く

示
さ

る

る

詞
も

あ
り

。
或

時
は

大
木

倒
す

ご
と

し
。

鍔
本

に
き

り

こ
む
心

得
、

西
瓜

き

る
ご
と

し
。

梨
子

く

ふ
口

つ
き
、

三
十

六
句

み
な

や
り
句

な
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ど

と

い
ろ

い
ろ

に
せ

め
ら

れ
侍

る
も
、

み
な

巧
者

の
私
意

を

思

ひ
破

ら

せ

ん

の
詞

な
り

。
」

こ

の
芭

蕉

の
言

葉

の
気

ぐ

み
は
殆

ど
剣

術

で
も

教

へ
る

や
う

で
あ

る

。
到
底

俳
諧

を

遊
戯
と

し

た
世
捨

人

な
ど

の
言
葉

で
は
な

い
。

更

に

又
芭
蕉

そ

の
人

の
句
作

に
臨

ん
だ

態
度

を
見

れ
ば

、
愈

情
熱

に
燃

え

立

つ
て
ゐ

る
。

(
四

詩

人
)

と
、

俳
諧

に

つ
い
て

の
強

烈
な
執

念

と
傾
情

を
芥

川

は
掴

み
、
俳

諧

(芸

術

)

に
対
す

る
芭

蕉

の
面

目
躍
如

た

る
も

の
が
あ

る
と

感
得

し

て

い
る
。

そ
し

て
、名

人

さ

へ

一
生

を
消

磨

し
た
後

、
十
句

し

か
得

ら
れ

ぬ
と

云

ふ
こ

と

に
な

る
と

、
俳

諧
も

亦
閑
事

業

で
は

な

い
。
し

か
も

芭
蕉

の
説

に

よ

れ
ば

、

つ
ま
り

は

「
生
涯

の
道

の
草
」

で
あ

る

!

(
同
上

)

と

い
う
。

そ
う

す

る
と
更

に

〈
「
生

涯

の
道

の
草
」
〉
を
超

え

て
ゆ
く

俳
諧

の
大

義
を

掌
中

に
入
れ

る
精
進

を
重

ね

る
こ
と

が
求

め
ら

れ

る
こ
と

に
な

る
。

芭
蕉

の
俳
諧

に
執

す

る
心

は

死
よ
り

も

な
ほ
強

か

っ
た

ら
し

い
。

(同
上

)

と

洞
察

し

て

い
る
。

ゲ

エ
テ

は

詞
作

を

し

て
ゐ

る

時

に

は

U
器

B
8

に
憑

か

れ

て
ゐ

る
と
云

つ
た

。
芭

蕉
も

亦
世

捨
人

と
な

る

に
は
余

り

に
詩
魔

の
翻

弄

を
蒙

つ
て

ゐ
た

の
で
は

な

い
で
あ

ら
う

か
?

つ
ま

り

芭
蕉

の
中

の

詩

人
は
芭

蕉

の
中

の
世
捨

人

よ
り
も

力
強

か

つ
た

の

で
は
な

い
で
あ

ら
う

か

?

と

捉
え

よ
う

と
す

る
。

隠
遁

的
な

人
生

を
芭
蕉

は

求
め

な
が

ら
、
詩

魔

の

力

強
さ

に
ひ

か
れ

て
人

生
を
厭

離

で
き

な

い
で
俳

諧

(芸

術

)

の
道

に
進

ん

で

い

っ
た
。

詩
魔

す

な
わ
ち

、
創

作
欲

に
憑

か

れ
た
芭

蕉

に
芥

川
が
共

感

し

て

い
る

こ
と

に
な

る
。
芸

術
家

は
非

凡
な

作
を

創
造

す

る
た
め

に
は

魂
を

時
と

し

て
は
悪

魔

へ
売

り
渡

す

と

『芸

術

そ

の
他

』

に
書

い
た

か

つ

て

の
芥

川

の
気
概

に
立

て
ば

、
も

と

よ
り
当

然

で
あ

る
。

ま
た

芭
蕉

は
俳

諧

の
中

に

〈
俗

語

〉
を
用

い
た
と

い
う
。

梅
雨

ば
れ

の
私

雨

や
雲
ち

ぎ
れ

「
梅

雨
ば

れ
」
と
云

ひ
、
「
私

雨
」
と

云
ひ

、
「
雲
ち
ぎ

れ
」
と

云

ひ
、

悉

俗
語

な
ら

ぬ
は

な

い
。
し

か
も

一
句

の
客
情

は
無

限

の
寂

し
み

に

溢

れ

て
ゐ
る
。

(
六

俗

語
)

と

し
、
芭

蕉

は

く
俳

諧

の
益

は
俗
語

を
正

す
な

り
」

と

い

っ
た

と

い
う

。

芭
蕉

の

い
う

「
正
す

」
と

は

、
〈
霊

活

に

語
感

を

捉

へ
た

上

、
俗

語

に
魂

を
与

へ
る
こ
と

で
あ

る

〉
と

い
う

。

所
詮

そ
れ

は
芭
蕉

の
感

覚

に
と
も

な

う

感

情

の

メ

ロ
デ

ィ
を

表

現

し

た
詩

語

と

い
う

こ

と

に
な

る
。
芥

川

は

く
芭
蕉

の
俗

語
を

用

ひ
た

の
は
俗

語
た

る
が
故

に
用
ひ

た

の
で
は

な

い
。
詩

語

た
り

得

る
が
故

に
用

ひ
た

の
で
あ

る

V
と

し
、

な
お

芭
蕉

は

〈
漢
語

も

雅

語
を

も
正

し
た

〉
大
力

量

の
詩

人
と
称

賛
を

与
え

、
〈
所
謂

平
談
俗

語

に

錬
金

術

を
施

し
た

〉
の
は
俳

諧
史

上

〈
芭
蕉

の
大
手

柄

〉
と
讃

辞
を

送

つ

て

い
る
。

そ

の
底

に
は

、
芥

川

の
主

張
す

る

〈
詩
的

精
神

の
有

無

〉
と

関

連
す

る
も

の
が
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

日
常

用

い
る
俗

語

に
精
彩

を
帯

び
さ

せ

よ
う

と

す

る
こ
と

は
、

換
言

す
れ

ば
当

代

の
私
小

説

の
、
生

活

に
籠

っ

て
し

ま

っ
た
平
板

な
表

現

(言

葉
)

に
、
新

た

な
息
吹

を

か
け

る

こ
と
を
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意

味

す

る
か
ら

で
あ

り
、

そ
れ

は
心

象

の
詩
的

精
彩

を
如

実

に
表
現

す

る

こ
と

と
不

可
分

な
関

係
と

な

る
か
ら

で
あ

る
。

さ

ら

に
ま
た

芥
川

が
芭

蕉

の
表
現

に

リ
ズ

ム
や
響

き
を
指

摘

し

て
そ

の

特

異

さ
を
力

説

す

る

の
は

、
ほ

か
な

ら

ぬ
安

易

な
告
白

的
自

己
表

現

に
反

逆
す

る
文
学

上

の
思

想
と

関
係

し

て

い
る
わ
け

で
あ

る
。

芭

蕉

の
俳

諧

は

〈
「調

べ
」
〉
に
充

ち

て

い
る
。
〈
「
調

べ
」
〉

の
美

し
さ

に
無

頓

着

で
あ

れ
ば

俳

諧

の
美

し

さ
も

半

ば

し

か

理
解

で
き

な

い
と

い

・つ
。

夏

の
月

御
油

よ
り

出

で
て
赤

坂

や

を
あ

げ
、
〈
耳

に
与

へ
る
効

果
は

如
何

に
も

旅
人

の
心

ら

し

い
、
悠

悠

と

し

た
美

し
さ

に
溢

れ

て
ゐ

〉
て

て
、
〈
一
句

の
妙
を

「
調

べ
」
に

の
み
託

し
た

〉

も

の
と
し

て

い
る
。

ま
た

年

の
市

線
香

買

ひ
に
出

で
ば

や
な

秋

ふ
か

き
隣

は
何

を
す

る
人

ぞ

を
も

あ
げ

て
、

前
者

を

〈
年

の
市

に
線

香

を
買

ひ

に
出

る

の
は

物
寂

び
た

と
は

云

ふ
も

の

の
、

懐

し

い
気

も
ち

に
も

違

ひ
な

い
。
そ

の
上

「
出

で
ば

や
な
」

と

は
ず

み
か

け
た

調
子

は
、
宛

然

芭
蕉

そ

の
人

の
心

の
小
躍

り
を

見

る

や
う

で
あ

る
。
〉
と

い

い
、
後

者

の

の
句

に
は

〈
か
う

云

ふ
荘
重

の

「
調

べ
」

を
捉

へ
得
た

も

の
は
茫

茫
た

る

三
百

年

間

に
た

つ
た
芭

蕉

一
人

で
あ

る
。
〉
(七

耳

)
と

、
〈
「
調

べ
」

を

駆
使

す

る

の
に
大

自

在
を

極

め

て
ゐ
た

こ
と

〉
に
驚

き
を

示
し

て

い
る
。

蕪
村

と
比

較

し
て

芭
蕉

の
俳
諧

の
特

色

の

一
つ
は
目

に
訴

へ
る
美

し
さ
と

耳

に
訴

へ

る
美

し
さ

と

の
微
妙

に
融

け
合

つ
た

美

し
さ

で
あ

る
。
西

洋
人

の
言

葉
を

借
り

れ
ば

、
言
葉

の

勾
o
同
B
巴

Φ
δ
B
①
9

と

ζ
昜

一〇
巴

①
一①
B
①
暮

と

の
融
合

の
上

に
独
特

の
妙

の
あ

る
こ
と

で
あ

る
。

こ
れ
だ

け

は
蕪

村

の
大

手
腕

も

畢

に
追

随

出
来

な
か

つ
た

ら
し

い
。

と

い
う

。

蕪
村

の

春

雨

や
も

の
か
た
り

ゆ
く
蓑

と
笠

を
含

む
十

二
句
を

あ
げ

、
〈
目

に
訴

へ
る
美

し
さ

を
、

殊

に
大

和
絵

ら

し

い
美

し

さ
を
如

何

に
も

の
び

の
び

と
表

は
し

て

ゐ
る
。

し
か

し
耳

に
訴

へ
て
見

る
と
、

ど
う
も

さ

ほ
ど

の
び

の
び

と
し

な

い

〉
、し

、
十

二
句
を

続

け

て
読

む

と

く
「
調

べ
」
V
は
単

調
な

繰
り

返
し

を
感

じ
さ

せ
る
と

芥

川
は

批
評
す

る

。

芭
蕉

の春

雨

や
蓬

を

の
ば
す

草

の
道

無
性

さ

や
か
き

起

さ
れ

し
春

の
雨

の
二
句

を
引

き
合

い
に
出

し

て
、
蕪

村

の
十

二
句

は
芭

蕉

の

二
句

に
到
底

及
ば

な

い
と
断

言
す

る
。

兎

に
角

芭
蕉

の
芸
術

的
感

覚

は
近
代

人

な
ど

と
称

す

る
も

の
よ
り

も

、
数

等

の
洗

練
を
受

け

て

ゐ
た

の
で
あ

る
。

と
感
性

、

感
覚

の
卓
抜

さ
を

強

調
し

て

い
る
。

〈
東

洋

の
詩
歌

は
和

漢
を

問

は
ず
、

屡
画

趣
を
命

に
し

て
ゐ

る
。
〉
そ

の

画
趣
を

表

現
す

る
場

合
も

、
蕪

村
は

芭
蕉

に
数

歩

ゆ
ず

ら

ね
ば

な
ら

な

い

ヘ

ヘ

へ

と
V
V

涼
し
さ
や
す
ぐ
に
野
松
の
枝
の
な
り

夕
顔
や
酔
て
顔
出
す
窓
の
穴
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山
賊
の
お
と
が
ひ
閉
つ
る
葎
か
な

第

一
は
純
然
た
る
風
景
画
で
あ
る
。
第
二
は
点
景
人
物
を
加
へ
た

風
景
画
で
あ
る
。
第
三
は
純
然
た
る
人
物
画
で
あ
る
。
こ
の
芭
蕉
の

三
様
の
画
趣
は
い
つ
れ
も
気
品
の
低
い
も
の
で
は
な
い
。

と
し
て
、
〈
の
み
な
ら
ず
最
も
蕪
村
ら
し
い
大
和
絵
の
趣
を
表
は
す
時
に

も
、
芭
蕉
は
や
は
り
楽
楽
と
蕪
村
に
負
け
ぬ
効
果
を
収
め
て
ゐ
る
〉
と
芥

川
は
批
評
す
る
。

ま
た
、
芭
蕉
は
海
彼
岸
の
文
学
に
は
疎
か

っ
た
が
、
弟
子
た
ち
に
問
わ

れ
る
と
返
答
の
で
き
る
当
代
稀
な
俳
人
だ
っ
た
。
し
か
し

言
語
を
絶
し
た
芸
術
上
の
醍
醐
味
を
も
嘗
め
ず
に
、
徒
ら
に
万
巻

の
書
を
読
ん
で
ゐ
る
文
人
墨
客
の
徒
を
嫌

つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
(十

一

海
彼
岸
の
文
学
)

と
芥
川
は
説
く
。
芥
川
は
芭
蕉
は
表
現
の
妙
味
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
、

ま
た
皮
肉
を
あ
び
せ
か
け
る
諷
刺
家
で
も
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。
そ
し
て

芭
蕉
は
白
楽
天
の

「白
氏
文
集
」
「長
慶
集
」
を
見
て

〈表
現
法
を
換
骨

奪
胎
す
る
〉
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
杜
甫
な
ど
の
詩
に
見
ら
れ
る
〈
倒
装
法
〉

を
俳
諧
に
試
み
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
、
少
な
か
ら
ず
海
彼
岸

の
文
学
に
心
酔
し
て
、
〈
熱
心
に
海
彼
岸
の
文
学
の
表
現
法
を
自
家
の
薬

籠
中
に
収
め
て
ゐ
る
〉
と
芥
川
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
ご
と
か

ら
、

或
は
多
少
の
危
険
さ
へ
冒
せ
ば
、
談
林
風
の
鬼
窟
裡
に
堕
在
し
て

ゐ
た
芭
蕉
の
天
才
を
開
眼
し
た
も
の
は
、
海
彼
岸
の
文
学
で
あ
る
と

も
云
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

と
穿

っ
た

見
方

を
示

し

て

い
る
。

ま

た
詩

人
と

し

て

の
芭
蕉

は

少

し
も
時

代

の
外

に
孤
立

し

て

ゐ
た
詩

人

で
は
な

い
。

い
や

、
寧

ろ
時
代

の
中

に
全

精
神

を
投

じ
た

詩
人

で
あ

る
。

と

位
置

づ
け

て

い
る
。

芥

川
は
芭

蕉

の
付
け
句

の

〈
恋

愛
を

歌

つ
た

〉
も

の
な
ど

〈
枯

淡
な

る
世

捨
人

の
作

品

〉
で
は

な
く

、
元

禄
び

と

の
多

情

を

尽

し

て

い
る

こ
と

が
知

ら
れ

る
と

し
、

さ
ら

に
怪

談
小

説

の
流
行

し

て

い

た

時
代

の
好

尚
を

反
映

し

て
、
俳

諧

に
鬼
趣

を
帯

び
た
作

品

を
残

し

て

い

る

と
、
付

句

を
引

い
て
説
明

し

て

い
る

。

所
詮

、
芭
蕉

は
時

代

か
ら
孤

立

し

て
は

い
な

い
感

覚
と

感
性

の
所

有
者

で
あ

り

、
む

し

ろ
時

代

の
空
気

を
反

映

し
た
詩

人

で
あ

る
と
芥

川

は
位
置

づ
け

て

い
る
。

元
禄

の
時

代

に
相
即

し

て
人
情

風
情

を

万
華
鏡

に
映

す

が

如
く

、
句

作

に
反
映

さ

せ

て

い
る
と

捉
え

る
芥

川

の
芭
蕉

観

に
、
芥

川

の

当
代

の
文

学
上

の
思

想
を

重
ね

て
認

識
す

る

こ
と

が
可
能

で
あ

る
。

『続

芭
蕉

雑

記
』

で

ひ

や
ひ

や
と

壁
を

ふ
ま

へ
て
昼
寝

か
な

の
句

を

引
用

し

て
、

日
本

文

学

は

〈
光

は

常

に

西
方

か

ら
来

て
ゐ
た

〉、

〈
「
壁

を

ふ
ま

へ
て
」
と

云

ふ
成

語

は
漢

語

か

ら

奪

つ
て
来

た
も

の

で
あ

る

〉

(
一

人
)
、
芭
蕉

は
漢

語

に
新

し

い
命

を
吹

き
込

ん
だ

と

い
う
。

ま

た

〈
「
世
渡

り
」
に
も
長

じ

〉
、
巧

み

に
門
弟

た
ち
を

籠

絡
し

た
と
も

い
う

。

さ
ら

に
夏
山

に
足

駄
を

拝
む

首
途

か
な

の
句

を

あ
げ

て
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「
夏
山
」

と

言
ひ

、

「足

駄
」

と
言

ひ
、

更

に

「
カ
ド

デ
」
と

言

つ

た
勢

に

は
こ
れ

も
亦

「
し
た
た

か
者

」
だ

つ
た

一
茶

も
顔

色
は

な

い

か
も

知

れ
な

い
。
彼

は
実

に

「
人
」

と

し

て
も

文
芸

的
英

雄

の

一
人

だ

つ
た
。

と
賛

歎
し

て

い
る
。

芭
蕉

の
無

常
観

は
枯

淡
と

か
、

感
傷

と
か

を
含

む
よ

わ
よ

わ
し

い
も

の
で
は
な

い
と

芥
川

は

み
る
。

む

し
ろ
し

た
た

か
な

〈
や

ぶ
れ

か

ぶ
れ

の
勇

に
富

ん
だ
不

具
退

転

の

一
本

道

〉
を
歩

ん
だ

勁

い
俳
人

な

の
で
あ

る
と

掴
む

。
そ

の
芭

蕉

に

〈
彼

は
実

に

日
本

の
生

ん
だ
三

百
年

前

の
大
山

師
だ

つ
た

〉
と

比
喩

的
な

言
葉

を
冠

せ

る

の
で
あ

る
。

桁

は
ず

れ

の
強
靭

な
精

神

で
時
代

に
存
在

し

て

い
た
詩

人
芭
蕉

は

〈
生

涯

の
道

の
草

〉

の
俳

諧

に
時
代

を
先

き
取

り
す

る
よ
う

な

歩

み
を
残

し
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
俳

諧

に

〈
調

べ

〉
を
吹

き

こ
む
手

腕

に
秀

で
、
音

楽
的

な
も

の
か

ら
訴
え

る
美

し

さ
を
導

入

し
、

ま
た

「意

味
」
を

表

現
す

る

〈
画
趣

〉
を
描

く

力
量

に
た

け
た

象
徴
派

の
詩
人

と

み
た

て
て

い
る
。

俳
人

の
芭
蕉

に

エ
ス
プ

リ
を
発

見
し

て

い
る

の
で
あ

る
。
〈
画
趣

〉
を
描

く

と

い
う

こ
と
は
色

彩

や
イ

メ

ー
ジ

に
よ

る
意

識

の
多

層
性

を
表

現
す

る
芥

川

の
小

説
方

法

に
合
致

す

る

こ
と
な

の
で
あ

る

。
芥

川

の
そ

の
よ
う

な
芭

蕉

観

は
殊

に

の
ち

に

〈
詩

的
精
神

〉
を
力

説
し

強
調

し
た

こ
と
と

無
縁

で

は
な

い
。

三

 

私
小
説
の
告
白
体
を
批
判
す
る
芥
川
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
広
い
意

味
で
の
抒
情
詩
の
範
疇
で
葛
西
善
蔵
、
瀧
井
孝
作
の
作
風
に
詩
的
精
神
に

よ
る
詩
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
、
自
然
主
義
文
学
か
ら
派

生
し
た
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
を
全
く
否
定
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
つ

た
。
私
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
詩
的
表
現

(言
語
)
に
よ
っ

て
、
言
語
に
生
命
を
よ
び
醒
す
抒
情
性
に
意
義
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
自
然
主
義
以
降
の
私
小
説
に
伝
統
的
な
日
本
人
の
感
性
を
見
詰
め

捉
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
が
同
じ
く
、
告
白
体
の
小
説
を
嫌
う
谷

崎
潤

一
郎
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
安
易
な
自
己
告
白
に
よ
る
私
小
説
に
芥

川
は
文
学
の
限
界
を
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
限
界
を
超
え
ん
と
す

る
芸
術
意
思
の
訴
え
が

〈
詩
的
精
神
〉
の
強
調
な
の
で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
代
末
葉
の
西
欧
の
前
衛
芸
術
運
動
の
影
響
を
う
け
て
、
表

現
の
改
新
に
新
精
神
の
鼓
動
を
捉
え
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
、
マ
ル
ク
ス
主

義
に
よ
る
思
想
の
改
新
を
唱
え
る
プ
ロ
セ
タ
リ
ァ
文
学
、
そ
れ
に
私
小
説

を
加
え
た
三
派
鼎
立
が
文
学
史
の
常
識
と
し
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
学

情
勢
の
中
で
、
芥
川
が

〈
詩
的
精
神
〉
に
よ
る
純
粋
な
小
説
を
力
説
し
た

の
は
、
存
在
の
内
に
か
く
れ
た
多
層
の
相
を
詩
的
表
現

(言
語
)
に
よ
っ

て
啓
示
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
形
態
や
色
彩
に
よ
っ
て
心
象
を
造
型
美
術

的
な
方
法
で
表
現
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
小
説

の
世
界
に
詩
を
織
り
込
む

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
新
た
な
感
覚
で
引
き
だ
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
創
出

す
る
も
の
で
あ
る
。
『蜃
気
楼
』
『歯
車
』
は
そ

の
よ
う
な
詩
的
感
性
で
結

実
し
た
芥
川
の
個
性
を
肖
像
に
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
詩
的
精
神
に
よ
る
こ
の
二
つ
の
作
品
の
方
法
は
、そ
の
点
で
、

従
来
の

「心
境
」
を
描
く
私
小
説
、
心
境
小
説
と
は
あ
き
ら
か
に
無
縁
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
方
法
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
私
小
説
、

一70一



心

境
小

説
は

自

己
表
現

を

し
な

か

っ
た

。

自
然

主
義

文
学

以
来

の
私

小
説

と
は

一
線

を
画

し
た

固
有

の
方
法

で

の

小

説

で
あ

る
。

注(1
)

下
島
勲

『芥
川
龍
之
介
の
回
想
』
(昭
和
二
二

・
三

・
五
、
靖
文
社
)
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