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ラ
マ
ン
チ
ャ
の
男
旅
立
つ
杜
若

　
『
素
心
」
以
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
句
だ
か
ら
晩
年
に
詠
ま
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
哀
歓
こ
も
ご
も
の
人
生
を
生
き
ら
れ
た
先
生

の
作
品
に
は
い
つ
も
一
抹
の
淋
し
さ
が
つ
き
ま
と
う
が
こ
の
句
は

明
る
い
。
太
陽
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
颯
爽
と
し
た
ド
ン
・
キ
・

ホ
ー
テ
に
御
自
分
を
重
ね
合
せ
て
「
さ
あ
や
る
ぞ
」
と
い
う
御
気

分
で
詠
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ズ
ム
も
い
い
。
季
語
も
よ
く

効
い
て
私
の
大
好
き
な
一
句
で
あ
る
。

さ
の
れ
い
こ

現
代
俳
句
文
庫
19
『
成
瀬
櫻
桃
子
句
集
』
平
成
六
年



鴛
鴦
の
妻
三
従
の
水
掻
き
に
け
り

　

三
従
と
は
父
、
夫
、
子
に
従
う
こ
と
。
こ
れ
が
女
性
の
道
と
さ

れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
仲
良
く
連
れ
立
ち
水
面
を
優
雅
に

す
す
む
鴛
鴦
も
、
滑
ら
か
な
動
き
の
下
で
夫
に
従
う
た
め
に
必
死

に
蹼
を
掻
き
、
内
助
の
功
を
守
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
句
の
こ
ろ
は
安
住
敦
先
生
に
代
っ
て
選
を
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
半
年
余
り
。
主
宰
を
支
え
る
重
責
を
身
を
も
っ
て
感
じ
て

お
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小

泉

三

枝

「
春
燈
」
昭
和
六
十
二
年
四
月
号

成
瀬
櫻
桃
子
�
句



安

立

公

彦

あ
ぢ
さ
ゐ
の
す
が
れ
を
つ
つ
む
秋
日
か
な

漣
や
秋
日
は
千
の
輝
き
に

懐
旧
や
穂
芒
に
日
矢
ゆ
れ
止
ま
ず

釈
迦
堂
に
惜
秋
の
膝
そ
ろ
へ
侍
す

塔
し
ば
し
つ
る
べ
落
し
を
鎧
ひ
け
り

主

宰

の

句



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

渡

邊

泰

子

石
灯
籠
木
の
葉
し
ぐ
れ
に
灯
り
け
り

大
き
手
に
ゆ
だ
ね
て
白
し
冬
薔
薇

つ
か
ず
と
も
離
れ
ず
歩
む
初
し
ぐ
れ

セ
ー
タ
ー
に
は
づ
む
音
符
の
ペ
ン
ダ
ン
ト

冬
麗
の
荒
磯
め
ぐ
る
ス
リ
ル
か
な

荒
磯
打
つ
白
波
遠
く
小
春
富
士

ゆ
ら
め
き
つ
夕
日
溶
け
入
る
冬
の
海

磯
の
香
の
崖
に
し
だ
る
る
冬
紅
葉

か
り
そ
め
の
恋
に
た
ゆ
た
ふ
浮
寝
鳥

人
は
み
な
淋
し
き
も
の
よ
枯
木
星

枯

野

道



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

生

方

義

紹

遠
き
日
の
飢
の
記
憶
や
赤
の
ま
ま

清
秋
や
風
紋
の
相
読
み
解
か
む

余
韻
引
く
ア
イ
ー
ダ
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
秋
気
澄
む

爽
や
か
や
真
水
の
如
き
峡
の
空

足
半
は
男
女
兼
用
蝗
と
ぶ

秋
麗
ら
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
ガ
ラ
ス
ペ
ン

風
の
押
す
ま
ま
に
秋
の
蛾
よ
ろ
ぼ
へ
り

雷
同
の
雀
と
び
立
つ
秋
の
風

木
偶
坊
の
威
儀
正
し
け
り
文
化
祭

得
心
を
迫
ら
れ
て
を
り
残
る
菊

秋
気
澄
む



当

月

集

安
立　

公
彦
選夕

の
星
も
ひ
と
つ
ふ
や
す
菊
畑

当
番
の
子
ら
追
ひ
ま
は
す
兎
か
な

冬
か
も
め
見
て
ゐ
る
佃
小
橋
か
な

電
車
の
灯
と
ほ
り
す
ぎ
ゆ
く
冬
の
川

朝
寒
や
結
び
な
ほ
し
て
靴
の
紐

○

三
代
川
玲
子

靴
を
脱
ぐ
教
会
ば
か
り
秋
の
潮
（
五
島
）

小
鳥
来
る
箱
舟
ほ
ど
の
天
主
堂

う
づ
た
か
き
空
ラ

の
ト
ロ
箱
秋
祭

結
末
を
先
読
み
灯
火
親
し
め
り

靖
国
の
叔
父
や
従
兄
弟
や
菊
白
し

○

𠮷

川　

隆

野
兎
と
ぶ
や
峠
眼
下
に
母
郷
の
灯

稲
架
く
ぐ
り
く
ぐ
り
落
穂
を
拾
ふ
母

豆
叩
き
母
在
り
し
日
も
夕
日
浴
び

ア
ル
プ
ス
ヘ
タ
日
傾
く
豆
叩
き

噴
煙
を
一
日
な
が
む
雁
渡
し

○

木

内

博

一

銀
座
・
松
屋
の
畳
紙
の
古
び
秋
袷

秋
茄
子
の
謂
れ
知
ら
ず
よ
嫁
二
人

と
ど
の
つ
ま
り
聖
書
に
も
ど
る
秋
思
か
な

銀
杏
散
る
と
連
れ
立
ち
ゆ
け
り
コ
ン
サ
ー
ト

飼
主
も
犬
も
老
い
し
や
草
も
み
ぢ

○

井

上

正

子

秋
雨
の
止
み
し
樹
々
よ
り
栗
鼠
の
群
（
滞
米
五
句
）

肩
触
れ
て
さ
は
や
か
に
詫
ぶ
五
番
街

対
岸
の
摩
天
楼
見
る
芒
か
な

秋
日
影
ヨ
ー
コ
・
レ
ノ
ン
の
径
に
濃
し

二
日
遅
れ
の
新
聞
届
く
小
春
か
な

○

久
本
久
美
子



秋
の
蟬
影
も
ろ
と
も
に
翔
ち
に
け
り　

 

千
葉　

一
ノ
瀬
次
郎

芭
蕉
忌
や
少
し
熱
め
に
茶
を
た
て
む

月
末
は
け
ん
ち
ん
汁
と
よ
楽
し
か
れ

寒
卵
ひ
と
り
と
な
り
て
十
年
過
ぐ

起
き
ぬ
け
の
喉
の
さ
さ
く
れ
神
無
月　

 

神
奈
川　

松
田　

千
枝

芋
の
露
少
女
は
触
れ
て
地
に
戻
す

冬
耕
の
立
止
ま
り
て
は
メ
ー
ル
打
つ

朴
落
葉
ば
さ
ば
さ
鳴
ら
す
象
の
耳

薄
紅
葉
せ
し
桜
木
の
鉢
買
は
れ　

 

東
京　

小
林　

リ
ン

日
陰
に
は
日
か
げ
の
匂
ひ
木
の
実
落
つ

空
想
の
旅
は
自
在
や
鳥
渡
る

休
み
ぐ
せ
つ
き
し
噴
水
冬
隣

水
仙
の
香
に
身
を
寄
す
る
安
息
日　

 

京
都　

嶋
村
恵
美
子

雑
踏
に
紛
れ
て
ひ
と
り
雪
催

朗
々
と
僧
の
声
明
冬
日
和

木
枯
や
遺
影
の
亡
夫
と
ワ
イ
ン
酌
む

芒
の
絮
光
り
て
飛
ぶ
や
舟
溜
り　

 

東
京　

後
藤
眞
由
美

葭
原
の
さ
さ
や
き
包
む
櫓
音
か
な

逆
光
の
葭
の
葉
陰
や
小
鳥
過
ぐ

月
光
の
音
な
く
晒
す
手
こ
ぎ
舟

雨
冷
え
や
更
け
ゆ
く
居
間
の
膝
頭　

 

千
葉　

永
島　

雅
子

芒
の
穂
さ
揺
ら
す
風
や
吾
も
纏
ふ

鳥
声
の
し
る
き
朝
や
実
南
天

身
仕
度
を
整
ヘ
マ
ネ
キ
ン
冬
を
待
つ

 

春
燈
の
句

安
立　

公
彦
選



余

言
安
立
公
彦

　
　

硯
滴
の
水
切
れ
て
ゐ
る
夜
寒
か
な　

 

中
島　

和
昭　

　
「
春
燈
」
の
抒
情
と
言
っ
て
も
内
容
は
多
岐
に
亘
る
。
万
太
郎
・
敦
．

夕
爾
、
晋
・
梨
屋
、
真
砂
女
・
き
く
の
・
誠
、
ま
た
蟬
之
助
・
櫻
桃
子
．

和
昭
・
閑
山
・
愷
作
、
啓
二
・
榮
子
と
挙
げ
る
と
、
私
達
は
実
に
勝

れ
た
作
家
を
先
人
に
持
っ
た
こ
と
を
改
め
て
思
う
。
こ
こ
に
記
し
た

人
以
外
に
も
同
列
の
俳
人
が
い
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
。
そ
う
い
う

先
人
の
お
一
人
と
し
て
、
氏
は
「
春
燈
」
の
抒
情
の
基
盤
を
築
い
て

来
た
。敦
亡
き
あ
と
結
社
の
重
鎮
と
し
て
、多
く
の
門
下
を
育
て
上
げ
、

「
春
燈
」
の
方
向
づ
け
を
為
し
た
俳
人
で
あ
る
。

　

氏
は
現
在
体
調
を
崩
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
こ
の
句
、
こ
と
さ
ら

感
情
を
述
べ
る
こ
と
な
く
、
事
実
を
表
現
し
て
、
読
む
者
の
こ
こ
ろ

に
深
い
思
い
を
伝
え
て
い
る
。
春
燈
の
抒
情
を
今
に
伝
え
る
確
か
な

作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
氏
の
本
復
を
願
う
ば
か
り
だ
。

　
　

室
生
寺
の
良
夜
の
橋
を
渡
る
か
な　

 

宮
崎　

安
汀　

　

俳
句
表
現
の
な
か
で
、
固
有
名
詞
を
ど
う
扱
う
か
と
言
う
こ
と
は
、

俳
句
を
作
る
人
の
常
に
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
範

を
こ
の
句
は
示
し
て
い
る
。

　

女
人
高
野
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
寺
に
立
つ
人
は
、
室
生
寺
と
い
う

言
葉
に
捕
わ
れ
る
。
結
果
、
一
句
の
中
で
室
生
寺
と
い
う
言
葉
の
み

特
出
し
た
句
が
出
来
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

　

こ
の
句
に
見
ら
れ
る
中
七
下
五
の
描
写
は
、
読
み
手
を
い
ま
そ
の

場
に
立
た
せ
て
い
る
よ
う
な
思
い
に
さ
せ
る
。「
室
生
寺
」
が
一
句
の

中
に
み
ご
と
に
所
を
得
て
「
良
夜
」
を
活
か
し
て
い
る
。
氏
も
ま
た

春
燈
の
先
人
の
お
一
人
。
現
在
九
十
一
歳
と
聞
く
。

　
　

手
を
の
べ
て
洗
つ
て
み
た
き
秋
の
空　

 

小
宮　

淳
子　

　
「
秋
の
空
」
の
透
明
感
を
「
手
を
の
べ
て
洗
つ
て
み
た
き
」
と
い
う

言
葉
で
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
の
秋
空
の
句
と
大
き
く

異
な
る
。
秋
の
空
が
手
の
触
れ
る
近
さ
に
あ
る
か
の
よ
う
な
、
あ
り

の
ま
ま
の
こ
こ
ろ
の
表
意
が
、
読
む
も
の
の
心
を
捉
え
る
。

　

こ
う
い
う
表
現
は
意
図
し
て
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
日
常
の
句

ご
こ
ろ
が
あ
る
日
秋
空
と
結
び
つ
い
て
、
ふ
と
口
を
つ
い
て
出
て
来

た
「
詩う
た

」
で
あ
る
。

　
　

ア
ル
プ
ス
ヘ
夕
日
傾
く
豆
叩
き　

 

木
内　

博
一　



　

作
者
は
信
州
佐
久
の
人
。
こ
の
ア
ル
プ
ス
は
飛
騨
山
脈
、
通
称
北

ア
ル
プ
ス
と
呼
ば
れ
る
山
な
み
だ
ろ
う
。
最
高
峰
は
三
一
九
〇
メ
ー

ト
ル
の
穂
高
岳
。
槍
・
常
念
・
穂
高
・
乗
鞍
と
続
く
こ
れ
ら
の
山
嶺

に
沈
む
夕
日
は
定
め
し
壮
観
と
思
う
。
そ
の
山
々
は
作
者
の
住
む
佐

久
の
丁
度
西
方
に
位
置
す
る
。

　

こ
の
句
は
旅
人
の
観
光
俳
句
と
は
異
な
る
。
下
五
に
置
か
れ
た「
豆

叩
き
」
に
よ
り
、
厳
し
い
冬
の
到
来
を
待
つ
間
の
農
作
業
の
営
み
が
、

暫
し
の
安
息
の
思
い
で
描
か
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
生
活
に
密
着
し

た
内
容
が
い
い
。

　
〈
噴
煙
を
一
日
な
が
む
雁
渡
し
〉
は
浅
間
山
遠
望
の
句
だ
ろ
う
。
作

者
の
胸
に
揺
曵
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
雁
渡
し
」
に
も
歳
時

記
の
解
説
を
と
び
出
し
た
実
景
描
写
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　

秋
夕
焼
円
相
ふ
か
む
聖
橋　

 
篠
原　

幸
子　

　
「
円
相
」
は
、
ま
る
い
姿
の
意
だ
が
、
同
時
に
曼
荼
羅
の
諸
尊
の
身

を
包
む
円
輪
と
も
称
さ
れ
る
奥
の
深
い
言
葉
で
あ
る
。
聖
橋
は
お
茶

の
水
を
流
れ
る
神
田
川
に
架
か
る
橋
。
近
く
に
孔
子
を
祀
る
聖
堂
が

あ
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
句
、「
円
相
ふ
か
む
」
が
い
い
。「
聖
橋
」
も
単
な
る
橋
の
名

に
と
ど
ま
ら
ず
、
聖
堂
に
続
く
と
い
う
思
い
に
結
び
つ
く
表
わ
し
方

が
み
ご
と
だ
。

　
　

秋
の
日
の
さ
し
込
む
木
立
一
歩
二
歩　

 

荘
司　

正
代　

　

こ
の
句
は
何
よ
り
も
作
者
が
今
九
十
六
歳
で
あ
る
と
い
う
事
実
と

併
せ
て
鑑
賞
す
べ
き
で
あ
る
。
俳
句
は
そ
う
い
う
作
者
の
背
景
な
し

で
味
わ
う
の
が
本
来
だ
、
と
い
う
見
方
も
勿
論
正
論
だ
。
し
か
し
、

何
れ
の
場
合
で
も
一
句
が
真
に
鑑
賞
に
値
す
る
こ
と
こ
そ
第
一
の
要

因
で
あ
る
。

　

作
者
は
今
、
秋
の
日
の
さ
し
込
む
疎
林
を
、
一
歩
二
歩
と
自
分
の

歩
み
を
確
か
め
る
よ
う
に
し
て
歩
い
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
自
分

の
生
を
そ
の
一
歩
ご
と
に
反
易
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
前

向
き
な
姿
勢
こ
そ
こ
の
句
の
生
命
で
あ
る
。

　
　

長
き
夜
を
風
土
記
の
神
と
刻
頒
つ　

 

池
川
み
ど
り　

　

こ
の
「
風
土
記
」
は
江
戸
時
代
に
編
ま
れ
た
も
の
で
な
く
、「
古
風

土
記
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
出
雲
風
土
記
、
常
陸
風
土
記
、

な
ど
と
共
に
、
作
者
の
住
む
地
の
「
播
磨
風
土
記
」
も
そ
の
一
つ
だ
。

千
三
百
年
前
に
撰
進
さ
れ
た
と
あ
る
。

　

風
土
記
は
そ
の
地
の
風
土
、
産
物
、
伝
承
な
ど
を
記
し
た
「
地
誌
」

と
も
言
う
べ
き
貴
重
な
資
料
だ
。
当
然
そ
の
地
の
成
り
立
ち
を
述
べ

た
伝
承
に
は
、
神
も
登
場
す
る
。
そ
の
神
は
神
話
に
出
て
く
る
神
だ
。

混
沌
の
天
地
を
切
り
ひ
ら
き
、
人
々
に
生
活
の
場
を
与
え
て
く
れ
た

神
で
あ
る
。

　

壮
大
な
物
語
の
中
に
没
頭
す
る
作
者
の
こ
こ
ろ
躍
り
が
、「
風
土
記

の
神
と
刻
頒
つ
」
に
確
か
に
読
み
と
れ
る
。


