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『海

や

ま

の

あ

ひ

だ

』
論

「
さ
び

し

さ
」
「
か

そ

け

さ
」

「
ひ

そ

け
さ
」

の
生

成

に

つ
い
て

持

田

叙

子

1

 
折

口
信
夫
繹
這
空

の
公
刊
処
女
歌
集

『海

や
ま
の
あ
ひ
だ
』

は
大

正

一
四
年

五
月
、
「
現
代
代
表
自
選
歌
集

」
の

一
つ
と
し
て
改
造
社

か
ら
刊
行

さ
れ
た
。
明

治

三
七
年

か
ら
大

正

一
四
年
迄
、
即

ち
作
者

一
八
歳

か
ら

三
九
歳

ま
で

の
作
歌

六
九

一
首

を
蒐
め
た
も
の
で
あ

る
。
短
歌
史

に
鋭

い
洞
察
を
有
し

つ
つ
実
作

を

続
け

た
這
空
だ
け
に
、
『
海
や
ま
の
あ

ひ
だ
』
一
巻

は
、
近
代
短
歌
に
対
す

る
様

々
な
試

み
を
孕

ん
だ
巨
き
な
歌
集
と
な

っ
て

い
る
。
が
、
そ
う
し
た
実
験
的
な

意
義

も
さ
り
な
が
ら
、
『
海
や
ま
の
あ

ひ
だ
』
が
読
む
人
を
最
も
深

く
牽

引

す

る

の
は
、
や
は
り
そ
こ
に
樹
立

さ
れ
た
特
異
に
し
て
普
遍
的
な
人

生

の
位
相

に

お

い
て
で
あ
ろ
う
。
歌
集
全
体

に
強
く
弱
く
響
く
寂
家
感
は
、
読

む
者

を
人
間

存
在

の
深
淵

に
対
峙

せ
し
め
て
止
ま
な
い
。
そ

の
意
味

で
、
主

に
騒

旅
歌
に
多

用
さ
れ

る

「
さ
び
し
さ
」
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」
は
、
『
海
や
ま

の
あ

ひ

だ
」

の
中
心
を
成
す
境
位
と
し
て
認

め
ら
れ
る
。

 

し
か
し
、

い
ざ

そ
の
境
位
を
評
す

る
段
階
に
な
る
と
、
従
来
些
か
、
遭
空

の

特
異
性

の
方
面

に
の
み
焦
点
が
当
て
ら
れ

る
傾
向
が
あ
り

は
し
な
か

っ
た
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

ろ
う
か
。
"
黒
衣

の
旅

び
と
"
、
あ

る
い
は

"遭

空
的
暗
黒
μ
と
評
さ
れ
る
時
、

そ
れ
は
沼
空

の
寂
寡
感

の
本
質
を
直
覚
的

に
鋭
く
衝
く
と
同
時

に
、
そ
れ

を
や

や
、
他
と

か
け
離

れ
た
孤
高

の
座

に
着

か
し

め
た
印
象
が
あ

る
。
歌
集

の
中
心

を
成
す

「
さ
び
し
さ
」
「
か
そ
け

さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の
境
位

に
こ
そ
む

し
ろ
、

這

空
が
孤
立
す
る
事

な
く
時
代

に
深
く
関
り
、
そ

の
素

地
の
上

に
独
自

の
世
界

を
形
成
し
て

い
っ
た
軌
跡
を
、
積
極
的

に
よ
み
と
る

べ
き
と
考
え

る
。

 

こ
の
見

地
を
起
点

に
、
以
下
、
「
さ
び
し
さ
」
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ

け

さ
」

の
意
義
内
容

と
表
現

の
生
成
を
考
察

し
て
み
た

い
と
思
う
Q

2

 
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け

さ
」
を
中
心
と
す

る

『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

の
主
調

は
、
歌
集
刊
行
時

に
近

い
大
正

一
二
年

か
ら

=
二
年

に
か
け
、
「
島
山
」

「木
地

屋

の
家
」
「
供
養
塔
」
等

の
覇
旅
連
作

に
結
実

を
み
せ
た
。

 
 
谷

々
に
、
家
居
ち
り
ぽ

ひ
 
ひ
そ
け
さ
よ
。
山

の
木

の
間
に
息
づ

く
。

わ

 
 
れ
は

 
 
山

々
を
わ
た
り
て
、
人
は
老

い
に
け
り
。

山
の
さ
び
し
さ
を
 
わ
れ

に
聞

 
 
か

せ
つ

 
 
人
も
 
馬

も
 
道
ゆ
き

つ
か
れ
死

に
エ
け
り
。
旅
寝

か
さ
な
る

ほ
ど

の

..._27一



 
 
か
そ
け
さ

 
し
か
し
、

こ
う

し
た
境
位
は

こ
こ
に
到

っ
て
突
如
顕
れ

て
き

た
も

の
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

い
。

そ
れ
こ
そ
、
「感
傷

に
溺
れ

て
居

る
様
な
人
間
」
で
あ

っ
た
這
空
が
、
「
さ

び
し
」
「
か
な
し
」
を
専
ら
う
た

っ
た
青
年
時
代
か
ら
持

ち
越

し
て
き
た

テ

ー

マ
な

の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
次

の
よ
う
な
追
空
自
身
の
言

か
ら

も

窺

わ

れ

る
Q

 
 
だ
か
ら
、
「
日
光
」

の
第

一
号
に
、
供
養
塔
以
下

の
連
作
を
出
し
た

の
は
、

 
 
幾
分
悲
劇
的
な
精
神
が
、
私

の
胸

に
あ

っ
た
か
ら
で
、
而
も
、

こ
れ
が
ゆ

 
 
く
り
な
く
も
、
私

の
歌

の
出
直

し
た

て
直

し
の
機
会

に

な

っ
た

の

で

あ

 
 
る
。
そ
れ
と
共
に
、
「
さ
び
し
さ
」
を
以
て
終

始
す

る
、
私

の
歌

の

本

来

 
 
の
て
ま

の
あ

る
処
も
訣
る
訳
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(「
自
歌
自
註
」
・
昭
和

二
八
年
)

 
他

に
も

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

に
つ
い
て

の
言
及
は
幾

つ
か
見

ら

れ

る
が
、

い
ず
れ
も
何
ら
か

の
形

で

「
さ
び

し
」
「
か
な
し
」

に
触
れ
て

い
る
。

 
 
感
傷
を
描
写

し
て
、
悲
劇

的
効
果
を
収
め
得
る
こ
と

を
知

っ
た
私

は
、
急

 
 
に
世
界

の
明
る
く
な
る
の
を
感
じ
た
、
自
由

に
羅
旅

の
哀
感

を
歌
ひ
出

し

 
 
た
。
で
も
さ
す
が

に

「
さ
び
し
」
「
か
な
し
」

を
露
骨

に
言

ふ
の

を

揮

っ

 
 
た
。
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

な
る
語

に
特
殊

の
内
容
を
持

た
そ
う
と

 
 
し
た
の
も
、
其
た
め
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
『
繹
這
空
集
』
「
追

ひ
書
き
」
・
昭
和

五
年

九
月
)

 
 
私

な
ど
は

ひ
そ
か

・
か
そ
か
な
ど
と
言
ふ
語

を

「
悲
し
」
「
さ

び

し
」

を

 
 
翻
訳
す

る
為

に
使

ひ
は
じ
め
た
次
第

で
す
。

 
 
(
「人

に
預
け
た
る
も
と
の
門
弟
子

に
寄

せ
て
」
・
大
正

一
四
年
十
月
稿
?
)

這
空

に
拠
れ
ば

、
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け

さ
」

の
特
殊

の
内
容

と

は
、
「
明

 
 
 

(4
)

 
る

い
孤
独
」

で
あ
り
、
二

種

の
寂
蓼
と
、
倦
怠
と
、
世
間
を
懐

し
む
心
と
、

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

〔 、こ

浬

繋

の
悌

だ
け

を
写

し

出

し

た
」

も

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
内

容

を

潮

る

と

、

そ

こ

に

は
ど

う

も

、
「
さ

び
し
」

「
か

な

し
」

の
感

傷

が

あ

る

よ

う

だ
。

「
か

そ
け

さ
」

「
ひ
そ

け

さ
」

の
生

成

を

考

え

る

に

は
、

ま

ず

、
湖

源

と

し

て

の

「
さ

び

し
」

「
か
な

し
」

に
注

目
す

べ
き

で
あ

ろ
う

Q

 
這
空

の
歌

は
本
質
的
に
、
「
さ
び
し
」
「
か
な
し
」

の
寂
蓼
感

へ
向
う
傾
向
を

有

し
て
お
り
、
早
く
十
代

に
こ
の
よ
う
な
歌
が
散
見
さ
れ
る
。

 
 
岩

か
げ

に
す
み
れ
花

さ
く
春
を
し
も
妹

は
死

ぬ
べ
く
吾
れ
は
悲

し
も

 
 
さ
び

し
さ
や
大
わ
だ

つ
み
に
唯

一
つ
小
舟
や

る
と
も
そ
ぞ
ろ
思
ふ
日

 
 
さ
び

し
さ
を
た
だ
今

日
の
み
と
思
ひ
け

る
昨
日
も
す
ぎ

つ
人

と
は
ぬ
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(全
集

二
二
巻

「短
歌
拾

遺
」
)

 

し
か

し
、

こ
の
時
期

の

「
さ
び
し
」
「
か
な
し
」
は
、
万
葉
、
古

今

、
あ

る

い
は
新
詩
社

の
歌

の
影
響

の
露
わ
な
、
空
想
的
色
彩

の
強

い
も
の
で
あ

り
、
恋

愛

の
気
分
を
滲
ま

せ
た
独

り
居
を
嘆
く
歌

の
類
型
を
出
な

い
。

つ
ま
り
、
相
思

う
人
が
側

に
居
な

い
故

の
、
さ
び
し
さ
で
あ
り
か
な
し
さ
で
あ

る
。

そ
こ
に
、

近
代
文
学

の
流
れ
に
関

っ
た
複
雑
な
陰
騎
が
加
わ

っ
て
く
る

の
は
、
第

一
自
筆

歌
集

『
安
乗
帖
』

の
頃

か
ら

で
あ
る
。

 
『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』
以
前

に
、
這
空

に
は
、
そ

の
成
立

に
深
く
関

る

三

種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
6
)

の
自
筆
歌
集

が
あ

っ
た
。
そ

の
成
立
年
次
を
挙
げ

て
お
こ
う
。

 
○

『
安
乗
帖
』
 

大
正
元
年

一
二
月

 
○
贈
呈
本

『
ひ
と
り
し
て
』

大
正
二
年

 
○
安
藤
本

『
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
 
大

正
四
年
夏
以
前

 
○
著
者
所
蔵
本

『
ひ
と
り
し

て
』
 
大

正
四
年
夏
以
後

 
『
安
乗
帖
』
は
、
明
治

四
五
年
夏

の
志
摩

・
熊
野

の
徒
歩
旅
行

に
取
材

し

た

厨
旅
歌
集

で
あ

る
。
収
録
歌
数

一
五
七
首
。
這
空
自
身
、
「『
海

や

ま

の
あ

ひ

一28



 
 
 
 
(7
)

だ
』
第

一
稿
」

と
認

め
て
お
り
、
又
逼
空
短
歌

の
テ
ー

マ
と

し
て
の

"
う

み
や

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

ま

の
あ
ひ
だ
"
を
胚
胎
さ

せ
て

い
る
点

で
注
目
す
べ
き
歌
集

で
あ
る
。

で
は
、

そ

こ
に
お
け

る

「
さ
び
し
」
「
か
な
し
」
は
、
ど

の
よ
う
な
内
容
を
も

つ

の

だ

ろ
う
か
。

 
 
ま
が
な
し
く
匂
ひ
も
来

る
か
青
檜
葉

の
雨
気

の
か
な
し
き
夕
山
か
げ

に

 
 
ふ
く
る
夜

の
磯
波

の
お
と
紙
砧
う

つ
音
聞

え
く
る
も
か
な
し
き

 
 
ち
り
す
ぐ

る
花
と
な

つ
か
し
見

の
か
な
し
遠
山
松

に
な
び
け
る
夕
雲

 
 
ほ
ろ
く

と

ち
る
は
か
な
し
き
色
な
り
し
野
径

に
さ
け
る
紫

の
花

 
 
道
つ
れ
と
な
れ
る
若
人
 
そ
が

一
人
 

口
ぶ
え
吹
き
て
淋

し
き
夕

 
 

や
す

か
ら

ぬ
こ
と
を
口
に
し
わ
た
ら
ひ
ぬ
旅
商
人

の
さ
び
し
き
は
な
し

 
 
櫨
火
あ

か
し
は
か
な
き
夢

に
ゑ
め
る
顔

二

つ
前

に
し
心
淋
し
も

 
 

か
の
子
ま
た
わ
れ
に
来
ら
ず
な
り
に
け

る
さ
び
し
さ
あ

り
て
時

へ
て
安
し

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(全
集

二
二
巻

『
安
乗
帖
』
よ
り
)

 
同
じ
悲
哀

の
表
出

に
し

て
も
、
「
か
な
し
」
と

「
さ
び
し
」

に
は
自
ず

か

ら

な
る
内
容

の
相

違
が
あ

る
。
前
者
が
連
想
さ

せ
る
内
容
は
、
ど
う

し
て
も
涙
や

働
突
と

い
う
感

傷
的
要
素
が
強

い
。
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
、
激

し
く
訴
え
か
け

て
ゆ
く
悲
哀

の
情
動

で
あ

る
。
そ
れ
に
比

し
後
者
は
、
反
省
や
諦
念
な
ど
、
よ

り
幅

の
広

い
内
容
を
包
含

し
得

る
。

 
明
治
四
〇
年
代

か
ら
大
正
初
期

に
か
け

て
、
「
か
な

し
」
「
さ

び

し
」

は

共

に
、
近
代

短
歌

の
重
要
な
キ

ー
ワ
ー
ド
と

し
て
重
用
さ
れ
た
。
音
数

の
少

い
短

歌

に
お
け
る
個

人

の
内
面

の
表

出
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
語

は
適
し
て

い
た

の
で

あ

ろ
う
。
そ

の
中

で
徐

々
に
、
「
か
な
し
」

よ
り
、
更
に
多
義
的
内
容
を

含

み

得
る

「
さ
び
し
」

に
重
点
が
お
か
れ
る
傾
向
が

で
て

き

た
。
「
さ
び
し
」

に
託

す

る
内
容

に

つ
い
て
は
、
流
派

に
よ

っ
て
、
或

い
は
個

々
の
歌
人

に
よ

っ
て
様

々
な
位

相
が
現
出
す

る
。
『安
乗
帖
』

に
お
け
る

「
か
な
し
」
と

「
さ

び

し
」

も
、
そ

の
傾
向

に
関
り
な
が
ら
、
這
空
独
自

の
使

い
分

け
が
な
さ
れ

て
い
る
よ

う
だ
。

 
『
安
乗
帖
』

の

「
か
な
し
」
は
、
幽
遽
な
自
然
に
対
峙

し
た
時
己
れ

の
内

面

に
醸
成

さ
れ

る
旅
愁

の
表
出
で
あ

る
事
が
多

い
。

そ
れ

は
、
行
き
過
ぎ

の
景

の

中

に
咲
く
花
を
見
、
雨
気
に
濡

れ
た
樹
木

の
新

鮮
な
匂

い
を
嗅

い
だ
時

、
ひ

っ

そ
り
と
し
て
興
る
愁

い
で
あ

り
、
這
空

の
眼
は
、
自
己

の
内
側

の
繊

細
な
感
情

を
み

つ
め
て
離
れ
な

い
。

 
「
さ
び
し
」
は
ど
う
か
。
「
さ
び
し
」
は
む
し
ろ
、
他

の
人

々
と

の
関

り

の
中

で
生
れ

て
く

る
感
傷

で
あ

る
。
道

で
行
き
逢

っ
た
山
育
ち

の
若
者

や

浜

の

子

供
、

田
舎
わ
た
ら

い
し

つ
つ
口
を
糊
す
る
行
商
人
i

。
海
山
の
間

で
め
ぐ
り

逢

っ
た
そ
れ
ら

の
人
生

の
は
か
な
さ
、
わ
び
し
さ

に
反
応
し
て
ゆ

く

内

容

が

「
さ
び

し
」

に
は
あ
る
。
こ
の
事

に
は
若
干
の
例
外
も
あ

る

が
、
他

の
人
生
と

の
関

り
の
中

で
生
れ
る
感
傷

の
表
出
を

「
さ
び

し
」

に
託
そ
う
と

す

る

意

図

は
、
『
安
乗
帖
』

の
歌
が

『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

へ
と
収
敏
さ
れ

て
ゆ
く

際

の

改
変
過
程

で
更

に
明

ら
か
に
な

る
。
他

の
感
情
語
、
或

い
は
感
情
語

の
無

い
も

の
が
、
後

に

「
さ
び
し
」

に
改
変
さ
れ
る
例
は
集
中
五
例
あ

る
。
そ

の
中

で
、

『
安
乗
帖
』
を
代
表
す

る
秀
逸
な
叙
景
歌

三
首

の
改
変
過
程
が
注
目
さ
れ

る
。

 
△
①

四

つ
五

つ
見

え
て
は
か
な
し
 
か
ぐ
う
な
る
 
田
會

の
迫
門

よ
り
 
遠

 
 
 
き

い
さ
り
火

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(『
安
乗
帖
』
)

 
 
②
同
右
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

(贈
呈
本

『
ひ
と
り
し
て
』
)

 
 
③
た
ま
く

に
見

え
て
さ
び
し
も
 
か
ぐ

う
な
る
田
會

の
瀬
戸

よ
り
 
遠

 
 
 
き

い
さ
り
火

 

 

 

 

 

 

 

 
(著
者
所
蔵
本

『
ひ
と
り
し
て
』
)

 
 
④
た
ま
さ
か
に
見

え
て
さ
び
し
も
か
ぐ
う
な
る
田
會

の
迫
門
よ
り
遠
き

い

 
 
 

さ
り
び

 

 

 

 

 

 
(「
熊
野
」
・
大
正
六
年

一
月

・
ア
ラ
ラ
ギ
)

一29一



⑤
た
ま
く

に
見
え

て
さ
び
し
も
。
か
ぐ

う
な
る
田
會

の
迫
門

よ
り
 
遠

 
き

い
さ
り
火

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(『
海

や
ま

の
あ
ひ
だ
』
)

△
①

わ
た

つ
み

の
夕
の
波

の
も

て
あ
そ
ぶ
島

の
か
な
し
さ
よ
す
が
な
き

か
な

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(
『
安
乗
帖
』
)

②
わ
た

つ
み

の
夕

の
波

の
も
て
あ
そ
ぶ
 

島

の
あ

り
そ
を

よ
す
が
な
き

か

 
 
な

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
(
贈
呈
本

『
ひ
と
り
し
て
』
)

③
わ
た

つ
み
の
夕

の
波

の
も
て
あ

そ
ぶ
 
島

の
あ

り
そ
を

い
と
ほ
し
み

 
 
漕
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(著
者
所
蔵
本

『
ひ
と
り
し
て
』
)

④
わ
た

つ
み
の
ゆ

ふ
べ
の
波

の
も

て
あ
そ
ぶ
 

島

の
荒
磯
を
漕
ぐ
が
 
さ

 
 
び
し
さ
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
(『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』
)

△
①
青
山
に
夕
日
ま
ざ
ぐ

照
る
こ
ろ
や

 
 
ぬ
か
な

②
青
山
に
夕
日
ま
ざ
ぐ

照
る
こ
ろ
や

 
 
は

に

 
③
青
山
に
 
夕
日
ま
ざ
み
＼

照
る
頃
や

 
 
ら
は

に

④

青
山
に
夕
日
ま
ざ
み
＼

照
る
こ
ろ
や

 
 
ら
は
に

⑤
青
山

に
 
夕

日
ま
ざ
み
＼

照
る
頃
や

 
 
ら
は

に

 
⑥
青
山
に
、
夕

日
片
照
る
さ
び
し
さ
や

 
 
ゆ

奈
屋

の
入
り
江

に
 
家
も
あ
ら

 
 

 
 
 
 
 
(『
安
乗
帖
』
)

入
り
江
の
町

の
か
な
し
 
あ

ら

 

(
贈
呈
本

『
ひ
と
り
し
て
』
)

入
り
江
の
町

の

か
な
し

あ

 
 
 
 

 
 
 

(安

藤
本

『う

み
や
ま

の
あ

ひ
だ
』
)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
入
り
江
の
町

の

さ
び
し

あ

 
 
 
 

 
 
 
 

(著
老
所
蔵
本

『
ひ
と
り
し
て
』
)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
入
り
江
の
町

の
 
か
な
し
 
あ

(
「
海
山

の
あ
ひ
だ
」
・
大
正
四
年

六
月
 
国
学
院
雑
誌
)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
入
り
江

の
町

の
ま
ざ
み
＼

と
見

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(『
海
や
ま

の
あ
ひ
だ
』
)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

※
波
線
は
筆
者
記

入
。

 
何
れ
も
、
風
景

の
中

に
存

す
る
生
の
営

み

へ
の
視
点
が
明
確
化
さ
れ
る

に
並

行
し
、
「
か
な
し
」
、
或

い
は
感
情
語

の
な

い
も

の
が

「
さ
び
し
」

に
変
え
ら
れ

て
い
る
。
そ

の
過
程
は
、
第
三
首
目
に
特

に
あ
ざ
や
か
に
表

れ

て

い

る
。
①

と
、
②

以
降

の
改
変

の
最
も
大
き
な
相
違

は
、
入
り
江
に
町

の
存
在

か
あ

る
か

否

か
の
点
に
あ

る
。
原
歌

の

「
家
も
あ

ら
ぬ
か
な
」
で
あ

る
な
ら
ぽ
、
人
家
も

見
当
ら
ぬ
荒
涼
と

し
た
海
辺

に
さ
迷

い
出
、
家
郷
を
恋
う
旅
び
と

の
孤
愁
が
主

題
と
な
る
。
が
、
②
以
降

で
は
、
夕

日
に
照
ら

し
出
さ
れ
た
入
り
江

の
町

の
存

在

の
寂
蓼

に
焦
点

か
当

て
ら
れ
る
。
こ
の
歌
を
、
同
じ
様
な
情
景
を
詠
じ
た
若

山
牧
水
の

「
夕
陽

の
赤
く

し
た
た

る
光
線

に
う

か
び
出

で
た
り
岬

の
街
は
」
と

い
う

一
首
と
比
較

し
て
み
る
時
、
這
空

の
叙
景
歌

の
特
質
が

よ
く
理
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
逼
空
は
、
牧
水

の
よ
う
に
余

り
に
も
あ
ざ
や
か
な
夕
陽

の
光

に
心

奪
わ
れ
た
わ
け

で
は
な

い
。
後

に
、
「
山
も
海
も
見
る
為

で
は

な

か

っ
た
。
そ

こ
に
営
ま
れ
る
ひ
そ
か
な
人
生
に
触
れ
た

か

っ
た
為

ら
し
い
」
(
『
繹
這
空
集
』

「
追

ひ
書

き
」
)

と
語

っ
た
彼

の
心

の
琴
線

に
触
れ
得
た

の
は
、
夕
陽

に
隈
な
く

照
ら
さ
れ
て
浮

び
上

っ
た
生
の
営
み
で
あ

り
、

そ
の
時
、
自
他

の
生
を
貫
く
寂

蓼

の
思

い
が
湧
き
上

る
。

こ
れ
が
遙
空

の

「
さ

び
し
」
な
の

だ
。
そ

の

感

傷

は
、
己
が
内
面

の
み
に
留
ま
ら
ず

、
海
山

の
間

の
無
数

の
人
生

に
反
響

す
る
力

を
灰
見

せ
て

い
る
。

こ
こ
に
既

に
、
『海

や
ま
の
あ
ひ
だ
』

の
主
調
を
成
す
「
さ

び
し
さ
」
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の
始
発
を
見
る
事
が

で
き

る

で

あ

ろ

う
o

 
注
目
す

べ
き
は
、

こ
の
感
傷

の
生
成

に
、
あ

る
時
期

の
自
然
主
義

の
内
容
が

深
く
関

っ
て

い
る
事
だ
。
実
は
、
『安
乗
帖
』
及

び

"
う
み
や
ま
の
あ

ひ

だ
"

の
テ
!

マ
の
形
成
に
は
、

一
つ
の
大
き
な
下
敷
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
明
治

三
十

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(9
)

年
代

に
お
け
る
田
山
花
袋

の

一
連

の
紀
行
文
で
あ

る
。
そ

の
詳
細

は
拙
稿

で
既

述

し
た
の
で
、

こ
こ
で
は
繰

り
返

さ
な

い
。
明
治

二
十
年
生
れ
の
這
空

の
素
地
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は
、
『
蒲
団
』
(
明
治
四
十
年

九
月
)

の
登
場

に
よ

っ
て
私
性
を
強

め

る

以

前

の
、
多
岐
的
可
能
性
を
孕

ん
だ
自
然

主
義
文
学

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
面
が
大

き

い
。

そ

の
意
味

で
特

に
注
目
さ
れ
る

の
が
、
花
袋

の
紀
行
文

へ
の
深

い
愛
着

で
あ

る
。
明
治

三
十
年
代

、
花
袋

は
頻

り
に
旅
を
し
、
紀
行
文
執
筆
に
主
力
を

注

い
で

い
た
。
そ
れ
は
、
当
時
彼
が
独
歩
や
藤
村
と
共
に
提
唱
し
た
、
従
来
埋

れ
が
ち
の
地
方

の
人
生

へ
の
注

目
を
根
幹
と
す
る
新
し

い
文
学
運
動

の

一
環
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼

の
紀
行
文

の
最
も
大
き
な
特
色
は
、
地
方

の
人
生

へ
の
視
点
を
有
す

る
点

に
あ

る
。
旅

で
出
逢

っ
た
ゆ
き
ず
り

の
船
頭

や
郵
便
脚

夫
、
鉱
夫

の
わ
び

し
い
生
に
対

し
、
旅
び
と
花
袋

は
措

み

な

く
、
「
さ
び
し
」

「
は
か
な
し
」
「
あ
は
れ
」

と

い
う
形

で
感
傷
を
流
露
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ

の
思

い
は
、
己
が
人
生

に
対
し
て
も
反
響
す

る
。

 
 

「
か
か
る

一
生
を
送

る
人
も

こ
の
世

に
は
あ

る
事

か
」
や

Σ
暫
く
経
ち
た

 
 

る
後
、
我
は
ゆ
く
り
な
く

か
く
思

ひ
し
が
、
其
念

は
直

に
わ
が
例

の
厭
世

 
 
的
悲
観
を
さ
そ
ひ
出

し
て
、
わ
が
世

の
は
か
な
く
悲
し
き
事
、
わ
が
身

の

 
 

つ
ら
く
あ
ぢ
き

な
き
事
な
ど
籏

々
と
わ
が

心
中

に
集
り
来

ぬ
。
天
職
と

い

 
 

ひ
責
任
と

い
ふ
も
極

め
て
意
味
な
き
事
に
は
あ

ら
ず
や
。
こ
の
老
爺
1

 
 

こ
の
万
山

の
中

に
唯

一
人
小
鳥
狩
し
て
世

を
送
れ

る
此
老
爺
す
ら
、
天
職

 
 

と
言
は
ぽ
天
職
を
尽

し
て
居
れ

る
も

の
を
」

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(
「
秋

の
日
光
山
」
・
明
治
三

一
年

一
二
月

・
中
学
世
界
)

 
 

「
あ

エ
今
日

の
入
り
…
」

 
 

と
、
老
船
頭
は
さ
も
淋
し
げ

に
独
語

ち
た
る
が
、
櫓

を
操
る

音

い
と

緩

 
 
く
、
次
第

に
浜
島

の
港

は
、
近
く
な
り
ぬ
。
あ

は
れ
こ
の
夕
暮

の
海
!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(「
士
心
磨
は
め
ぐ
り
」
・
明
治
一二
一
年
山ハ
月

・
太
陽
)

 
 

か
く
て
わ
が
何
方

に
行
き

て
も
i
山

に
入
り

て
も
海

に
浮
び

て
も
遂

に
平

 
 
和
を
得

る
事
能
は
ざ

る
身

な
る
べ
き
を
思
ひ
て
、
何
と
な
く
悲

し
く
な

り

 
 
ぬ
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(
同
右
)

 

こ
う
し
た
感
傷

こ
そ
、
浪
漫
主
義
と
自
然
主
義
を
繋
ぐ
接
点

で
あ
り
、
同
時

に
、
人
生

の
真

相

の
さ
び
し
さ
を
み

つ
め
る
と

い
う
点
で
自
然
主
義
を
支
え
る

主
要
素

と
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。

 
這
空
は
、
少
年
時
代

か
ら

『
太
陽
』
に
お
い
て
花
袋

の
紀
行
文

を
愛
読
し
て

い
た
。
特

に
、
花
袋
が
明
治

三

一
年
行

っ
た
志
摩

・
熊
野

の
徒
歩

旅
行

に
取
材

し
た

「
志
摩
め
ぐ
り
」
「
北
紀
伊

の
海
岸
」
等

の
紀
行
文

に
は
強
く
惹

か

れ
、

己
れ
も
又
、
志

摩

・
熊
野

へ
旅

し
、
『安
乗
帖
』
を
草

し

た
。
『
安

乗

帖
』

に

は
、
花
袋

の
紀
行
文

に
み
ら
れ

る
地
方

の
ひ
そ

か
な
人
生

へ
の
感

傷
が
、
濃

く

反
映
し
て

い
る
。
特

に
、
前
述

の

「
さ
び
し
」
を
中
心
と
す
る
内

容

に
、
そ
れ

は
顕
著

で
あ

る
。
『
安
乗
帖
』

の
主
調
は
旅
愁

で

あ

り
、

そ
の
中

に
は
己
が
内

面

の
み

の
感
傷

を
詠
ず

る
歌
も
多

い
。
し
か
し
、
も
う

一
つ
の
特

色
と
し
て
、

海
山

の
間
で
行
き
逢

っ
た
人

々
の
生
と

の
関

り
を
通
し
て
流
露
さ
れ

る
感
傷
が

あ
る

の
で
あ

り
、
そ
こ
に
、
自
然
主
義
が
或
時
期
示
し
た
可
能
性
を
逸
早
く
受

容
し
た
遭
空

の
志
向

を
み
る
事
が

で
き
る
と
考
え
る
。

 
 
花
瓦
斯

の
火
か
げ

に
ぎ

は
ふ
町

の
こ
と
聞
き

つ
さ
し
ぐ
む
山
が

つ
の
子
よ

 
 
道
つ
れ
と
な
れ
る
若
人
 
そ
が

一
人
 
口
ぶ
え
吹
き

て
淋
し
き
夕

 
 

こ
と
し
げ
き
都
会
ず

ま
ひ
を
う
ら
や
み
て
は
な
し
を
の
ぞ
む
木

こ
り

の
子

 
 
ど
も
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
(
『
安
乗
帖
』)

 
些
か
稚
拙

で
あ
り
、
又
、
花
袋

の
紀
行
文
中

の
場
面
を
翻
訳
し
た
か

の
感
も

 
 
 
 
 
 
 

(10
)

否

め
な

い
歌
で
あ
る
が
、

こ
の
時
点

で
、
地
方

に
住
む

一
人

一
人

の
内
面

に
こ

の
よ
う

に
踏
み
込
み
、
自
己

の
内
面
と

つ
な
げ

よ
う
と
す

る

"
歌
"
を
見
る
事

が
で
き
る
で
あ

ろ
う

か
。
例
え
ぽ
、
当
時
新
進

の
斎
藤
茂
吉
は
、
「
木

こ

り
」

連
作

(大
正
元
年

二
月
)

に
お

い
て
、
雪
山

に
生
き

る
樵
夫
の
生
活
を
取
り
上

げ
な
が
ら
、
そ

の
生
活
と

い
う
よ
り
、
そ
れ

に
触
れ
た
時

の
己
が
感
覚

を
詠
ず

一31一



る
事

を
重
視

し
て
い
る
。

 
 
ゆ

ら
ゆ
ら
と
空
気

を
揺

り
て
伐
ら
れ
た
り
斧

の
光
れ
ぽ
大
木

ひ
と
も
と

 
 
雪

の
ぺ
に
火
が

と
ろ
と

ろ
と
燃
え
ぬ
れ
ぽ
赤
子
は
乳
を

の
み
そ
め
に
け
り

 
 
み
ち
の
く

の
蔵

王
の
山

の
や
ま
腹

に
け
だ
も
の
と
人
と
生
き

に
け

る
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
「
木

こ
り
」
抄
出
)

 
翻

っ
て
、
桂
園
派

の
名
手

で
あ

っ
た
花
袋

の
場
合

を
考
え

て
み
る
な
ら
ば
、

あ

の
様

に
真
摯

に
考

え
た
地
方

の
人
生

へ
の
視
点

を
、
彼
は
歌

の
形
に
託
そ
う

と
は
し

な

か

っ
た
。
彼

に
は

『
花
袋
歌
集
』

(
大
正
七
年
七
月

・
春
陽
堂
)

が

あ
り
、
明
治
三

一
年

の
熊
野
旅
行

の
詠
章
も
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
紀
行
文

の
視

点
と

の
懸
隔
は
甚

だ
し
い
。

 
 
世

の
中
を

い
と
ひ

い
と

ひ
て
わ
け
入
り
し
跡

た
ち
か
く

せ
み
ね
の
白
雲

 
 
お
く
山
を
わ
け

つ
つ
ゆ
け
ぽ
炭
が
ま

の
煙
さ

へ
に
も

た
の
ま
る
る
か
な

 
 

い
か
ぽ
か
り

の
ど
か
な

る
世
を
お
く
る
ら
ん
と
も

し
火
あ
か
き
あ
ま

の

一

 
 
む
ら

 

こ
こ
に
み
ら
れ
る

の
は
、
世
を
捨
て
山

水
に
隠
れ

よ
う
と
す
る
古
典
的
厭
世

の
情
調
で
あ
り
、
海

山
に
生
き

る
人

々
は
、
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
桃
源
郷

に
住

む
者
と
し
て
、

い
と
も
楽
観
的

に
受
容
さ
れ
て

い

る
。
「
北
紀
伊

の
海
岸
」

に

お
い
て
、
都
会

に
憧
憬
す

る
山
育

ち
の
少
年

の
境

涯
に
放

た
れ
た
、
「
あ

は

れ

こ
の
空
想
児
!
渠

の
血
の
漂
れ

る
若
き
心
は
、

い
ま
だ
都

の
塵

の

い

か

に

汚

れ
、
人
生

の
願

の
い
か
に
覚
束
な
き
か
を
知
ら
ざ

る
な
り
」
と

い
う

嘆

声

な

ど
、
微
塵
も
見
当
ら
な

い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
花
袋

に
触
発
さ

れ

た

這

空

は
、
そ
う

し
た
嘆
声
を
ま
ず
、
歌

の
形

に
表
そ
う
と
し
た
。

こ
こ
に
、
折

口
信

夫
繹
這
空

の
本
質
的
な
採
択

を
み
る
事
が

で
き
る
と
思
う
。

3

 
「
さ

び
し
さ
」
「
か
そ
け

さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の
淵
源

に
在
る
感
傷

の
意

義

内

容
に

つ
い
て
は
、
前
述
し
た
通

り
で
あ

る
。
次

に
考

え
て
み
た

い
の
は
、
表
現

技
法

も
含

め
た
そ

の
沈
潜

の
過
程

で
あ

る
。

 
感
傷

に
心
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
易

い
這
空
が
、
歌
び
と
と
し
て
最
も
苦

闘

し

た

の

は
、

い
か
に
感
傷
を
沈
潜

さ
せ
、
昇
華

し
た
形

で
表
出
す

る
か
と

い
う
事

で
あ

っ
た
。
"感
傷

の
沈
潜
"
は
、
『
海

や
ま
の
あ

ひ
だ
』

の
命
題

で
あ

り
、
集
中

に

働
き

か
け
、
緊
張
感
あ
る
作

品
世
界

を
現
出
さ

せ
た
力

で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
基
底

に
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
流
写
生
歌

の
鍛
錬
道

の
強

い
磁

力

が

あ

る
。
逼
空

は
、
大
正
四
年
か
ら
十
年

に
か
け

て

『
ア
ラ
ラ
ギ
』

に
所

属
し
た
。

そ

の
途
次

の
八
年
、
赤
彦

の

『
氷
魚
』

の
批
評

に
寄

せ
て
、
感
傷

の
沈
潜

を
志

向
す
る
態
度
が
表
明
さ
れ
て

い
る
事

は
興
味
深

い
。

 
 

わ
た
し
は
、
今

の
所

「文
芸

家

の
感
傷
性
」

に
つ
い
て
、
か
う
言
ふ
考

へ

 
 

に
執

し
て
ゐ
る
。
悲

劇
的
な
感
動

を
与

へ
る
作
品
は
、
す
ぺ

て
感

傷
性

に

 
 

根
ざ
し
て
ゐ
る
。
感
傷
を
基
儘
に
暴
露
す

る
の
は
、
現
実
記
録
を
以
て
、

 
 
直

に
文
芸
的
作
品
と
言
ふ

の

と

一
つ

で

あ

る
。
…
…
中
略
…
…
要
す

る

 
 

に
、
艶
消
し
が
大
切
な

の
で
あ
る
。
艶
消
し
と
言
ふ
語
が
、
あ
ま
り
外
面

 
 

的
だ
と
す
れ
ば
、
感
傷
を
沈

潜
す

る
こ
と
が
肝
腎
な

の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(「
氷
魚

の
時
代
」
・
大
正
八
年

一
月
)

 
又
、
『
ア
ラ
ラ
ギ
』

に
対
し
感

謝
す

る
事
と

し
て
、
逼
空
が
甚

々
回
想

す

る

の
は
、
感
傷

を
沈
潜
す

る
態
度
を
学
ん
だ
事

に
つ
い
て
で
あ

る
。

 
○
ど
う

い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
影
響
を
う
け

た
の
か
と

い
ふ
と
、
久
保

田
さ
ん

 
 

の
芸
術
に
対
す

る
態
度
で
、

久
保

田
さ

ん
が
始
中
終

心
に
掛
け
て
居

た
の

 
 

は
、
才
能

の
芸
術

に
行
か
な

い
や
う
に
、
そ
れ
か
ら
感
傷
的
な
気
分

を
恣
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に
し
な
い
や
う
に
鍛
錬
す

る
事

で
あ

っ
た
。
…
…
中
略
…
…
又
久
保

田
さ

 
 
ん
は
、
根
本

に
感
傷
質

の
深

か

っ
た
人

で
あ

っ
た
様

で
す
。
感
傷

は
、
悲

 
 
劇
的
精
神

の
根
源

で
す
が
、
墜

へ
つ
け
れ
ぽ

つ
け

る
程
沁
み
出
て
来

る
も

 
 

の
は
、
立
派
な
も

の
に
な

っ
て
居

る
の
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(
「
島
木
さ
ん
」
・
大
正

一
五
年
十
月
)

 
○
大
正
六
年

に

「あ

ら
ら
ぎ
」
同
人

の
末
座

に
加

へ
ら
れ

る
ま

で
は
、
感
傷

 
 
を
盗

に
し

て
ゐ
た
。
此
が
、
歌

の
本
質

に
叶
う
た
も

の
と
す
る
誤
信
は
な

 
 
か
く

壊
れ
な
か

っ
た
。
其
を
飽
く

こ
と
な
く
指
摘

し
て
、
鍛

へ
て
く
れ

 
 
た

の
は
赤
彦
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(『
繹
這
空
集
』
「
追

ひ
書
き
」
・
昭
和
五
年
九
月
)

 
○
而
も
、
最
も
感
謝
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な

い
の
は
、
感
傷
そ

の
も

の
が
文
学

 
 
価
値

を
構
成
す
る
と
思

っ
て
ゐ

た
私
を
、
殆
根
本
か
ら
鍛

へ
直
し
て
下
さ

 
 

っ
た
事

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(
コ

人

の
見
た
過
現
末
」
・
昭
和
八
年

一
月
)

 
這
空
は
特

に
、
本
質
的

に
感
傷
性

の
強

い
赤
彦

(久
保

田
)
が
そ

の
感
傷

を

潜

あ
よ
う
と
写
生
道
に
努

め
る
姿

に
、
己
が
文
学
的
血
族

を
認

め
、
後

に
続

こ

う
と
し
た
。
這
空
が

『
ア
ラ
ラ
ギ
』

に
参
与
し
た
大
正
五
年
前
後
は
、
茂

吉

の

言
葉
を
借

り
れ
ぽ
丁
度
、
「
ア
ラ
ラ
ギ

は
遂

に
日
本
歌
壇

の
主
潮
流

を

形

成
す

 
 
 

(11
)

る
に
至

っ
た
」
時
期
で
あ

る
。
歌
壇
を
席
巻
し
た

「
ア
ラ
ラ
ギ
流

の
観
方

、
ア

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(12
)

ラ
ラ
ギ
流

の
表
現
法
、
ア
ラ
ラ
ギ

の
習
癖
」
と
は
、
放
散

よ
り
は
抑
制

へ
、
外

面
的
な
も

の
よ
り
は
観

照

へ
と
向
う
傾
向
が
強

い
。
赤
彦

は
そ

の

先

頭

に
立

ち
、
『
馬
鈴
薯

の
花
』
(
大
正
二
年
七
月
)
や

『
切
火
』
(大

正
四
年

三

月
)

に

横
温
す
る
感
傷
を
潜
め
、
素
朴
地
味
な
生
活
詠
を
中
心
と

す

る

『
氷
魚
』
(
大

正
九
年
六
月
)

の
世
界

へ
移
行
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
当
時
、
"
感
傷

の
沈
潜

"

は
、
赤
彦
始
め
ア
ラ
ラ
ギ
同
人

に
通
底
す

る
課
題

で
あ

っ
た

の
だ
。
這
空

に
お

け

る

「
さ
び
し
さ
」
「
か
な
し
さ
」
か
ら
、
更
に
独
自

の

「
さ
び
し
さ
」
「
か
そ

け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

へ
の
展

開
も
、

一
旦
こ
の
流
れ

の
中
に
置

い
て
考

え

て

み
る
事
が
有
効

で
あ
ろ
う
。

 

 
 
 
 
 
 
 

(13
)

 
甚

々
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
『海

や
ま
の
あ

ひ
だ
』

の
形
成
過
程

に
お

い

て

は
、
感
傷
が
露
わ

で
あ

り
す
ぎ

る
歌
、
肉
感
的
な
歌
、
趣
向
や
発
想

の
浮
き
立

ち
す
ぎ

る
歌
は
、
極
力
排

除

・
改
変

さ
れ

て
い
る
。
そ

こ
に
ア
ラ
ラ
ギ
流
写
生

歌

の
鍛
錬
道
が
働

き
か
け

て

い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
傾
向

の
中

で
特

に
注

目
さ
れ
る

の
が
、
「
か
な
し
」
或

い
は

「
は
か
な
し
」
「
わ
び
し
」
と

い

っ

た
感
情
語
が
排
除

・
改
変

さ
れ
、
「
さ
び

し
」

一
点

へ
と
集
約
さ
れ

て
ゆ

く

事

だ
。

そ
の
最
初

の
徴
候
は
、
大

正
四
年
折

口
所
蔵
本

『
ひ
と
り
し

て
』

に
お
け

る
叙
景
歌

の
改
変
過
程
五
例

に
表

わ
れ

る

(
内
、
三
例
に

つ
い

て

は
既
述
)
Q

更
に
、
三
種

の
自
筆
歌
集
を
中
心
と
す

る
歌
が
、
『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

の
「
大

正
四
年
以
前
、
明
治
四
四
年
迄

」
「
明
治
四
三
年
以
前

、
三
七
年
迄
」

の

項

に

組
み
込
ま
れ

る
際

に
も
同
様

の
作
業

が
行
わ
れ
る
。
そ

の
中

で
、
他

の
感
情
語

が

「
さ
び

し
」

に
改
変
さ
れ
る
例
は
、
前
述

の
五
例
も
含
め
、
九
例
あ

る
。
抄

出
し
て
み
よ
う
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(か
な
し
く
な
り
ぬ
)
「
ひ
と

 

 
わ
か
や

か
に
 

こ
こ
ち
は
な
や
ぎ
あ

る
も

の
を
 
さ
び
し
く
な

り
ぬ
 
子

 

 
り
し
て
」
「う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」

 

 
ら
を
教

へ
て

 

 
 
 
 
 
 

(か
な
し
さ
)
「
ひ
と
り
し
て
」
「う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」

 

 
朝
日
照

る
山

の
さ
び
し
さ
 
向

つ
峰
に
斧
う

つ
を
と

こ
。

こ
ち
む
き

て
ゐ

 

 
よ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(
か

 

 
お
ろ
く

に
涙
ご
ゑ
し
て
来

つ
る
子

よ
。
さ
は
な
わ
び
そ
ね
。

わ
れ
も

さ

 

 

な
し
き
)
「
ひ
と
り
し
て
」
「う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」

 

 

び

し
き

 

長

谷
川

政

春

は
、

『
海

や

ま

の
あ

ひ

だ
』

に
収

め
ら

れ

た

二

二
年

間

の

歌

六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14
)

九

一
首

を

、
次

の
よ
う

な

三
期

に
分

け

て

い

る
。
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①

明
治
三
七
～
大
正
四
年

自
筆
歌
集
を
原
典
と
す

る
も

の

 
②

大
正
五
～
十
年
 

ア
ラ
ラ
ギ
時
代

の
も

の

 

③
大
正

一
一
～

一
四
年
 
ア
ラ
ラ
ギ
離
脱
後

、
『
日
光
』
同
人
と

な

っ
た

時

 
 

期

の
も

の

 

前
述

の
九
例
は
①

に
当
り
、
歌
集
編
纂

の
折
に
、
「
さ
び
し
」

に
改
変

さ

れ

て

い
る
わ
け
で
あ

る
。
が
、
②
③

に
お
い
て
は
、
初
出

の
段
階
か
ら
感
情
語

は

「
さ
び
し
」
一
点

に
絞
ら
れ
て
お
り
、
例
外
は

「
は
か
な
さ
」

の

一
例

の
み
で
あ

る
。
「
さ
び
し
」

の
重
視
は
、
ど
う
や
ら

ア
ラ
ラ
ギ
時
代

に
始
ま

っ
た
傾

向

で

あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
従
来
這
空

は
、
「
さ
び
し
」
と
共

に

「
か

な

し
」

を
多

用
し
て
き
た
。
『
ひ
と
り
し
て
』

に
お

い
て
は
、
総
歌
数

三
八
八
首

の
内
、
「
さ

び
し
」

は
三

一
首

で
全
体

の
八
%
。
「
か
な
し
」
は
三
七
首
で

一
〇
%

と
、

む

し
ろ

「
か
な

し
」

の
比
率
が
多

い
。
し
か
し
、
『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

の

作

品

世
界

に
は

「
か
な
し
」

は
殆

ん
ど
現
れ
な
い
。
何
故
か
。

 
感
傷

を
潜

め
よ
う
と
す

る
這
空

に
と

っ
て
、
「
か
な
し
」

は
余
り

に

も
語
感

の
上
に
感
傷
気
分

を
温
れ
さ

せ
、
使

い
に
く

い
語
と
な

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ

う
か
。

こ
の
事
は
、
明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
初
期

に
か
け
て
の
歌
壇
全
体

の

傾
向

で
あ
り
、
又
、
『
安
乗
帖
』

に
お
い
て

「
さ
び

し
」
が
、
「
か

そ

け

さ
」

「
ひ
そ
け
さ
」

へ
と

つ
な
が
る
独
自

の
感
傷

を
灰
見

せ
て
い
た
事
と
も
関

連

す

る
問
題

で
あ
る
。
更

に
、
大
正
四
、
五
年

に
、

ア
ラ
ラ
ギ
同
人

の
間
で

「
さ
び

し
」
が
多
用
、
追
究
さ
れ
て

い
た
事
と

の
関
係

も
看
過

で
き

な

い
。
這

空

は

「
さ
び
し
」

の
用
法

に
つ
い
て
、
後
年

こ
の
様

に
回
想
し
て

い
る
。

 
 
語

(筆
者
注
。
「
さ
び
し
」
を
指
す
)

の
感
傷
性
を
気
分

の
上
で
あ

ふ
れ
さ

 
 

せ
な
い
や
う

に
し
て
ゐ
る
点
は
、
既
に
か
う

い
ふ
方
法

を
承
知

し
て
ゐ
た

 
 
筈
の
斎
藤
茂
吉
の
影
響
を
知
ら
ず
く

摂
取
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(「自
歌
自
註
」)

 

又
、
別
稿

に
お

い
て
も
、
茂
吉

の

「
さ
び
し
」

の
用
法

に

つ
い
て
触
れ
、
深

い
理
解

を
示

し
て
い
る
。

 
 

茂
吉

さ
ん
の

「
さ
び
し
」
は
、
環
境
が
発

し
さ

せ
る
と

い
き
が
形
を
替

へ

 
 

た
語

な
の
で
す
。

さ
う

し
た
背
景
を
見

る
と
、
唯

の
人

の
使

ふ

「
さ

び

 
 

し
」
と

は
値
う
ち
が
ち
が
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
「
人

に
預
け
た

る
も
と

の
門
弟
子

に
寄

せ
て
」
)

 

茂
吉

が

「
さ
び
し
」

を
多
用
し
、
そ
こ
に
感
傷
を
離
れ
た
生
活
気
分

を
表
出

し
よ
う
と
試
み
る
の
は
、
『
あ
ら
た
ま
』
(
大
正
十
年

一
月
)

の
作
品
世
界

を
形

成

し
つ

つ
あ

っ
た
大
正
四
年
か
ら
六
年

に
か
け
て

の
事

で

あ

る
。
因

に
、
『
赤

光
』
(
大
正

二
年
十
月
)

に
お
い
て
は
、
総
歌
数
八
三
三
首
中
、
「
か
な

し
」
及

び
そ

の
類
縁
語

は
七
六
首

で
全
体
の
九
%
。
そ
れ
に
比

し
、
「
さ

び

し
」
は

一

八
首

で
全
体

の
二
%

で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
が

『
あ
ら
た
ま
』

に
な

る
と
、
そ

の

比
重
は
逆
転
し
、
総
歌
数
七
四
六
首
中
、
「
か
な
し
」

三
八
首

で
全
体

の
五
%
、

「
さ
び
し
」
は
五
三
首

で
全
体

の
七
%
を
占

め
る
。
茂
吉
も
又
、

こ
の
段

階

で

「
か
な
し
」
よ
り

「
さ
び
し
」
を
採
択

し
て
い
る

の
で
あ

る
。
彼

の
場
合
、
「
か

な

し
」
と

「
さ
び
し
」

の
情
動

の
相
違
は
、
前
者
が
異
常
な
事
象
を
通

し
て
生

の
根
源

へ
切

り
込
む
先
鋭

な
感
覚

で
あ
る

の
に
較

べ
、
後
者
は
淡

々
と

し
た
日

常

の
生
活
情
調
を
通
し
生

の
根
源

に
触
れ
る
要
素

を
も

つ
。
『
赤
光
』

の

は

な

や
か
な
感
覚
的
要
素
を
潜

め
、
素
朴
地
味
な
生
活
詠
を
志
向

す

る

『
あ

ら

た

ま
』
に
お
い
て
、
「
か
な
し
」

よ
り

「
さ
び
し
」

の
比
重
が
多
く
な
る
事

は

当

然

の
結
果
で
あ

っ
た
。

 
「
さ
び
し
」

の
多
用

は
茂
吉

に
お

い
て
特

に
顕
著
な

の
で
あ

る

が
、
彼
自
身

「
今

か
ら
見
れ
ば

「
寂

し
」
の
乱
発

の
や
う
で
あ

る
が
、
そ

の
こ
ろ
は
赤
彦

で
も

憲
吉

で
も
千
樫
で
も
発
行
所

に
集
ま

る
も

の
は
真
面

目
に
か
う

い
ふ

「寂

し
」

を
追
求

し
た
の
で
あ

っ
た
」
(
「
作
歌
四
十
年
」)

と
述
懐
す
る
よ

う

に
、
当
時
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の
ア
ラ
ラ
ギ
同
人

に
共
通
す
る
テ
ー

マ
で
あ

っ
た
。
彼

ら
の
試

み
は
、
日
常
生

活

に
お
け
る
心
の
微
動

の
表
出
を

「
さ
び
し
」

に
託
す
る
事

に
あ

っ
た
よ
う

で

あ
る
。
大
正
五
、
六
年

に
こ
の
よ
う
な
歌
が
散
見
さ
れ

る
。

 
 

泥
た
だ
よ
ふ
十
字

に
電
車
と
ま
れ
ど
も
し
き

り
に
去
る

に
感
ず

る
さ
び
し

 
 

さ
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

茂
吉

 
 

子
ど
も
ら

の
た
は
れ
言

こ
そ
う
れ
し
け
れ
寂

し
き
時

に
我

は
笑

ふ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤
彦

 
 

つ
つ
ま
し
く
寂

し
き

こ
こ
ろ
厩
よ
り
牛

ひ
き
出

で
て
庭

に

つ
な
げ

り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千
樫

 
 

忘
れ
た
る
昼
餉
に
た

ち
ぬ
部
屋

ご
と

に
暗
く
さ
み
し
き
畳

の
し
め
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

憲
吉

 
同
じ
頃
、
遙
空
も
こ
の
様
な
都
会
詠

の
中

に

「
さ
び
し
」

を
詠

じ
て
い
る
。

 
 
衝
風
砂
吹
き
入
れ

て
、
は
な
し
か
の
高
座

の
ま
た
た
き
 
さ

び
し
く
あ
り

 
 

け
り

 
 

い
さ
さ

め
の
町
の
あ
る
き

に
、
拉

み
来

つ
玉
 

相
知
ら
な
く
も
、
さ
び
し

 
 

か
り
け
り

 
明
治

四
〇
年
代

か
ら
大
正
初
期

に
か
け
て
、
「
か
な
し
」

よ
り
も

「
さ
び

し
」

が
重
用

さ
れ
、
そ
こ
に
様

々
な
内
容

の
位
相
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
事
は
、
前

に

も
述

べ
た
。

ア
ラ
ラ
ギ

の
人

々
も
そ
の
流
れ

の
中

に
立
ち
、
「
さ

び

し
」
を
追

究
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら

の
め
ざ
す
歌
境
は
、
自
己
周
縁

の
淡

々
と
し
た

日
常
生
活

の
表

出
に
あ
り
、
勢

い
彼

ら
の

「
さ
び

し
」

に
は
、

そ
の
生
活

の
中

で
滲

み
出
る
心
の
陰
窮
、
知
的

反
省
が
主
内
容
と
し
て
託
さ
れ

る
事

に
な

る
。

こ
れ
が

ア
ラ
ラ
ギ
に
お
け
る

「
さ
び
し
」

の
位
相

で
あ
る
。

 
後
年
、
這
空
が

「
さ
び
し
」

の
内
容

に

つ
い
て
、
「感

傷
で
な
く
豊

か

な

変

化

の
あ

る
心
理
」
(「
自
歌
自
註
」)

と
語

る
よ
う

に
、
『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

の

「
さ
び
し
」
は
孤
愁

の
み
で
な
く
、
は

か
な

い
幸
福
感

や
ふ
と
し
た
嘆
息
な
ど
、

生
活
情
調
の
複
雑
な
陰
騎

を
表
出

し
よ
う
と
す
る
面
が
あ

る
。
例

え
ば

そ

の
事

は
、
次

の
よ
う
な
改
変
過

程
に
直
裁

に
窺
わ
れ

る
。

 
△
八

ケ
嶽

の
山
う
ら
に
吸
ふ
魚

の
味
さ
び
お
も
し
ろ
み
知

れ
る
名

を
問

ひ

つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
大
正
九
年

十
月

・
ア
ラ
ラ
ギ
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑

 
 
八

ケ
嶽

の
山
う
ら
に
吸
ふ
朝

の
汁
。
さ
び
し
み
に
け

り
。
魚

の
か
を
り
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
海
や

ま
の
あ

ひ
だ
』
)

 

△
憎

み
が
た
き
心
は
な
ご
め
り
島
山

の
緑
か
げ

ろ
ふ
時
を
経

に
つ
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
大
正
八
年

六
月

・
ア
ラ
ラ
ギ
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑

 
 
憎

み
が
た
き
心
は
さ
び
し
。
島
山

の
緑
か
げ

ろ
ふ
時

を
経

に

つ
玉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
海
や
ま
の
あ

ひ
だ
』
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※

波
線
は
筆
者
記
入
。

 

山
中
で
饗
応
さ
れ
た
魚

の
味

に
ふ
と
動

い
た
興
趣

、
弟

子

の
裏
切
り

へ
の
憤

り
が
時

経
て
和
む
思

い
ま
で
が
、
「
さ
び
し
」

に
包
含

さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
同
時
期

の
ア
ラ
ラ
ギ
同
人

の
、
余
分

な
感
傷

を
削
ぎ
落

し
、

一
種

の
生
活
情
調
を
表
そ
う
と
し
た

「
さ
び

し
」

の
位
相
に
収
敏

さ
れ

て
ゆ
く
面
が

大
き

い
と
考
え
る
。
そ
し
て
逼
空

の
場
合
注
目
さ
れ
る
点

は
、
そ
う

し
た
日
常

の
心

の
微
動
が
轟

旅
歌

の

「
さ
び
し
」

に
持
込
ま
れ
、
よ
り
印
象
的
な
磁
気
を

発

す
る
事

だ
。

ア
ラ
ラ
ギ
流

の
見
地

か
ら
言
え
ば
、
非

日
常

の
時
空

に
ゆ
ら
ぐ

旅
こ

こ
ろ
は
自
己

の
生
活
情
調

と
は
な
り
得
な

い
。

し
か
し

這

空

に

と

っ
て

は
、
都
会
人
と
し
て
の
生
活
詠

の

「
さ
び
し
」
も
、
騒
旅
歌

の

「
さ
び
し
」

も

共

に
人
生
と
い
う
共
通
項
を
持

つ
。

む
し
ろ
旅

に
出
て
見

出
す
海
山

の
間

の
ひ
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そ
か
な
生

に
こ
そ
、

一
時
的
繁
栄
を
誇
る
都
会
生
活

に
は
見

ら
れ
な
い
民
族

の

正
統

な
生
活
が
あ

る
と

の
考
え

か
ら
、
そ
れ

に
対
し
心
か
ら
反
応

し
て
ゆ
く
事

が

で
き
た
。

こ
の
基
盤

に
は
、
地
方

の
人

々
の
内
面
生
活
と
自
己

の
そ
れ
と
を

つ
な
ぐ
視
点

を
有
し
て

い
た

『
安
乗
帖
』

の

「
さ
び

し
」
が
息
づ

い
て

い
る
。

 
逼
空

の
罵
旅
歌

の

「
さ
び
し
」
は
、
深
山
幽
谷

に
お
け
る
旅

び
と
の
孤
愁
な

ど

で
は
な
く
、
日
常

に
連
続
す

る
心
ゆ
ら
ぎ

の
表
出
と

し
て
の
要
素

が
濃

い
事

を

こ
こ
に
確
認

し
て
お
き
た

い
。

 
さ

て
、
次

に
考
え
た

い
の
は
、

こ
う
し
た

「
さ
び
し
さ
」
か
ら
、
「
か

そ

け

さ
」

「
ひ
そ
け
さ
」

へ
の
展
開

で
あ
る
。
這
空
短
歌

に
お
け
る

「
か
そ

け

さ
」

の
初
出

は
大
正
四
年
。
『
ひ
と
り

し
て
』
二
本

に
二
例
あ
る
。

 
 
お
と
う
と

の
胸

に
お
く
手

に
 
か
そ
け
く

ひ
び
く

を
お
ぽ
ゆ
 
わ
が
血
は

 
 
死
な
ず

 
 
如
月

の
雪

の
 

か
そ
け
き

わ
が
は
ぎ

や
 

白
き
光

に
 
目
を

こ
ら
し

つ
エ

 
「
ひ
そ
け

さ
」

の
初

出
は
著
者
所
蔵
本

『
ひ

と

り

し

て
』

に

一
例
。
『安

乗

帖
』

の

「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
散

る
は
か
な
し
き
色
な
り
し
野
径
に
さ
け

る
紫

の
花
」

の

「
か
な
し
き
」
が
、
「
ひ
そ
け
き
」

に
改
変
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
段
階

に

お

い
て
は
両
者

共
、
特
殊
な
内
容
は
ま
だ
持

っ
て
い
な

い
よ
う
だ
。

二
例

の

「
か

そ
け
さ
」
も
、
血
管

の
音
、
或

い
は
肌

の
色

の
形
容
と

し

て
、
「
光

・
色

・
音

が
消
え
か
か
る
さ
ま
」
(
『
岩
波
古
語
辞
典
』)

で
あ

る
と
こ
ろ
の
通
常

の

意

味

を
越
え
て

い
な
い
。
「
ひ
そ
け
さ
」
も
、
散
る
花

の
灰

か
な
色
合

い
の
形

容

と

し
て
さ
し
て
特
色
は
な

い
。
そ

こ
に
、
「
明
る

い
孤
独
」
二

種

の
寂
蓼
と
、
倦

怠
と
、
世
間
を
懐

し
む
心
と
、
浬
葉

の
悌
」
が
写

し
出
さ
れ
る

の
は
や
は
り
、

大
正

二

年

か
ら

二
二
年

に
か
け
て

『
日
光
』
を
中

心

に
発
表

さ
れ

た
羅
旅
連

作

に
お

い
て
で
あ
る
。

こ
の
間

の

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の
用
例

を

挙

げ

て
お
く
。

1
谷

々
に
、
家
居

ち
り
ぽ

ひ
 

ひ
そ
け
さ
よ
。
山

の
木

の
間

に
息
づ
く
。

わ

 

れ
は

2
ゆ
き
行
き
て
、

ひ
そ
け
さ
あ
ま
る
山
路
か
な
。

ひ
と
り
こ

玉
ろ
は
 

も
の

 

言

ひ
に
け
り

3
蛋

の
子

の
か
づ
き
苦
し
み
 
吐
け

る
息
を
、
旅

に
し
聞
け
ば
、

か
そ
け

く

 

あ
り
け
り

4
若
松

の
み
ど
り

い
き

る
瓦
山
は
ら
に
、
わ
が
足
お
と

の
 

い
と
も
か
そ
け

 
 
さ

5
は
た
ご

の
土
間
に
 
餌
を
か
ふ

つ
ば
く
ら

め
の
 
聲

ひ
そ
け

さ
や
。
人
お

 

と
は
せ
ず

6
澤

な
か
の
木
地
屋
の
家

に
ゆ
く
わ
れ
の
 

ひ
そ
け
き
歩
み
は
 

誰
知
ら
め

 
 
や
も

7
誰
び
と
に
 
わ
れ
琿

り
て
、
も

の
言
は
む
。

か
そ
け
き
家

に
 
山
び
と

エ

 
 
を
り

8
人
も
 
馬
も
 
道
ゆ
き

つ
か
れ
死

に
玉
け

り
。
旅
寝
か
さ
な

る
ほ
ど

の

 
 
か
そ
け

さ

 
9
邑
山

の
松

の
木
む
ら

に
、
日
は
あ

た
り
 

ひ
そ
け
き

か
も

よ
。
旅

び
と
の

 

墓
10
ゆ
き

つ
き
て
 
道

に
た
ふ
る
る
生
き
物

の
か
そ
け
き
墓
は
、
草

つ
玉
み
た

 
 
り

 
11
山

の
う

へ
に
、
か
そ
け
く
人
は
住

み
に
け
り
。
道

く
だ

り
来

る
心
は
な
ご

 
 
め
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
歌

の
上

の
番
号
は
筆
者
記

入
。

 
こ
れ
ら

の
用
例

に
み
ら
れ

る

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

は
、
海

山

の
間

の
ひ
そ

か
な
生

の
営
み

に
何

ら
か
の
形

で
触
れ
た
時
発
さ
れ
る
思

い
で
あ
り
、
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そ

の
点

「
さ
び
し
」

に
大
き
く
重
る
。

し
か
し
、
「
さ
び
し
」

よ
り
更
に

感

傷

性

の
少

い
語
と
し

て
、
多
義
的
内
容
を
包
含

し
得

る
面
が
大
き

い
。
そ

の
事
は

11

の
歌

の
改
変
過
程
に
も
窺
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
初
出

(大
正
十

一
年
七
月

・
白
鳥
)

に
お

い
て

「
山

の
う

へ
に
、

さ
び
し
き
人
ら
住

み
に
け
り
。

こ
の
道

く
だ
る
心
は
な
ご

め
り
」

と
な

っ
て

い
た
。
下

の
句

の
示
す
様

に
、
「
さ

び

し

き

人
ら
」

に
は
、
山
住

み
の
人

の
孤
独

な
状
態

の
形
容

の
み
で
な
く
、
そ

の
古

風

で
う

つ
く
し

い
生
活

に
対
す
る
作
者

の
嘆
賞
が
籠
め
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
思

い
は
、
「
ほ
が
ら
な
る
心
の
人

に
あ

ひ
に
け
り
。
う
や
う
や
し
さ

の
息
を

つ
き

た
り
」

と
い
う
歌

に
も
通
じ
よ
う
。

し
か
し
、
「
さ
び
し
き
」

で
は
孤
独

な

生

活

の
み
を
連
想
さ

せ
や
す

い
。
そ
こ
で
沼
空
は
後

に
、
「
か
そ
け
く
」
を

当

て

た

の
で
は
な

い
か
。

 
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

に
は
、
「
さ
び
し
さ
」

よ
り
以
上

に
、
感

傷

の

乾

化
が

な
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
現
在

の
或

る

一
つ
の
対
象

に
向
け
ら
れ
た
生

の
感
情

と
は
限
ら
な

い
。
も

っ
と
明
る
く
空
虚
な
乾

い
た
詠
嘆

で
あ
り
、
そ
れ

故

に
時
空

を
越
え
た
無
数

の
対
象

へ
と
呼

び
か
け

る
力
を
持

つ
。

そ
の
特
色
が

最

も
顕
著

に
表
れ

て
い
る
の
が
、
8
～
10
の

「
供
養
塔
」
連
作

で
あ

る
。
逼
空

が
思

い
を
発
露
す
る
の
は
、
死
ん
で

い
っ
た
無
数

の

"
生
き

も
の
"

に
対
し

て

で
あ

る
。
彼
は
そ
れ
ら

の
死
に
直
接
立
ち
会

っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
彼
が
実
際

に
目
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら

の
行
路

死
老

の
草

に
隠

れ

た

墓

だ
。
し

か

し
、
這
空
は
そ

こ
に
、
過
現
未

に
続
く
死
老

の
群
を
、
そ
し
て
そ
の
群

の
中

に

居

る
自
分

を
ま
ざ
ぐ

と
感

じ
て
い
る

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
、
個

々
の
死

へ
の

悲
歎

は
問
題

で
は
な

い
。
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」
は
、
無

数

の
死

を
突
き

ぬ
け
た
円
寂

の
状
態
を
、
生

の
側

に
照
ら
し
だ
し
、
暗
示
す
る
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
、
「
さ
び
し
さ
」

か
ら
発

し
な
が
ら
、

よ
り
乾

い
た
語
感

を
も

つ
も

の
と
し
て
、
現
在

の
触
目
を
越
え
過
現
末

の
無
数

の
対
象

へ
の
悲
傷
を
う
た

い

得

る

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の
本
領

が
最
も

よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
う
。

 

例
え
ぽ
そ

の
特
長
は
、
同
時
期

に
や
は
り

「
さ
び
し

さ
」
か

ら

「
か

そ

け

さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」
を
展
開

せ
し

め
た
島
木
赤
彦

の
寂
蓼
相
を
対
峙

さ

せ

る

事

に
よ

っ
て
、

よ
り
き

わ
や
か
に
浮
び
上
る
で
あ
ろ
う
。
赤

彦

に
お
け
る

「
か
そ

け

さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の
用
例
は
、
大

正
九
年

か
ら

一
二
年
に
か
け
て
目
立
ち
、

『
太
虚
集
』

(大
正

一
三
年

一
一
月
)

の

一
つ
の
境
位
を
成
し
て
い
る
。

 
 
唐
寺

の
古
り

に
し
庭

に
蝉
な
け
り
心
ひ
そ
け
く
我
は
来

に
け

り

 
 
赤
松

の
林

の
な
か
の
蘇
深
し
洩

れ

つ
つ
と

ほ
る
光

の
幽
け

さ

 
 
小
禽
来

て
ひ
そ
け
き

も
の
か
土

の
上
に
茨

の
赤
実
を
食

み
こ
ぼ

し
た
り

 
 
冬
菜
ま
く
と
か
き
平
ら

し
た
る
土
明

か
し
も

の
幽
け
き

は
昼

ふ
け

し
な
り

 
 

み
墓

べ
の
榛

の
木

の
葉

に
こ
も
ら

へ
る
青
実

の
揺
れ
も

心
ひ
そ
け
き

 
 

三
日
月

の
光
幽
け
き
木
が
く
り

の
庵

に
か

へ
り
て
心
や
す

ら
ふ

 
 
夕

ぐ
る
る
谷
川
は
た
に
石
楠

の
花
を
折
ら
む
と
す

る
が
幽
け
さ

 
 
照

ら
ふ
日
は
か
そ
け
く
も
あ

る
か
わ
が
庭

の
雪

に
埋
る
る
そ
よ
ご

の
朱
実

 
 
欠
伸

し
て
出

で
し
涙
を
ふ
き

に
け
り
も

の
書
き

ふ
け
る
心

の
ひ
そ
け
さ

 

逼
空

と
赤
彦

に
共
通
す

る
点
は
、
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

に
、
通
常

の

意

義
内
容

を
超
え
、
特

殊
な
寂
蓼

の
境
位

を
現
出

せ
し

め
て

い
る
事

だ
。
這
空

に

つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
赤
彦

に
お

い
て
も
、
「
心

ひ
そ

け

き
」

に
如
実

な

よ
う

に
、
「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」
を
或

る
心
的
状
態
を
表
す
語

と
し
て
用

い
て

い
る
事

は
明
ら
か
で
あ

る
。
同
時
期

の
千
樫
や
茂
吉
等

は
、

音

・
光

・
色

の
状
態
と
し
て
の

「
か
そ
け

さ
」
し
か
詠
じ
て

い
な
い
。

 
 

ま
さ
や
か
に
古
井

の
底

を
洗

ひ
け
り
湧

き
て

い
で
く

る
水

の
か
そ
け
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千
樫

 
 

こ
ほ
ろ
ぎ

の
か
そ
け
き

原
も
家

ち
か
み
今

ほ
ほ
笑

ふ
女

の
童
き

こ
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
茂
吉
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ま
し
て

「
ひ
そ
け
さ
」

の
用
例
な
ど
は
見
当

ら
な

い
。
這
空
と
赤
彦

に
お
け

る
用
例
は
、
当
時

と
し

て
特
色
あ
る
も

の
と
認

め
る
事
が
で
き

よ
う
。
も

っ
と

も
、
「
か
そ
け
さ
」

に
音

・
光

・
色

の
消
え
か
か
る
状
態

に
重
ね
て
、
あ

る

浬

繋

の
境
位
を
表

し
得

る
事

に
つ
い
て
は
、
伊
藤
左
千
夫

の

「今
朝

の
朝

の
露

ひ

や
び
や
と
秋
草

や
す

べ
て
幽
け
き
寂
滅

の
光
」

に
夙

に

一
つ
の
暗

示
が
さ
れ
て

い
た
。
這
空
と
赤

彦
の

「
か
そ
け
さ
」

の
形

成
に
は
、

こ
の
歌
が

一
つ
の
ヒ

ン

ト
と
な

っ
て
い
よ
う
。
又
、
「
ひ
そ
け
さ
」

に
つ
い
て
は
従
来
用
例
が
な

い

と

 
 
(15
)

さ
れ
る
丈

に
、
ど
ち
ら
が
先
鞭
を

つ
け
た

の
か
興
味
深

い
。
し
か
し
、

こ
こ
で

は
そ
う
し
た
問
題

に
触
れ
ず

、
二
人

の

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

の

内
」容

の
相
違

に
目
を
向
け

て
み
た

い
。

 

こ
れ
ら

の
語
に
通
わ

せ
た
、
し
ん
と
し
た
物
音
も
な

い
幽
遽
な
雰
囲
気
は
、

両
者

共
非
常

に
似
通

っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、

己
が
建
音
や
小
禽

の
微

か
な
羽

ぽ

た
き

ま
で
聴
き
分
け

て
し
ま
う
寂

け
さ
が
流

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
に

二
人
が
観
照
し
た
寂
蓼
相

に
は
大
き
な
相
違

が
あ

る
。

一
言
で

い
う
な
ら
、
そ

れ
は
開
放
性
と
閉

鎖
性

の
相
違
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
翅
空

の

「
か
そ
け
さ
」

「
ひ
そ
け
さ
」
の
静
誰
は
、
「
ひ
そ
け
き
歩

み
は
誰
知
ら

め
や
も
」

の
詠
嘆

に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
常

に
他

の
生

の
存
在

へ
の
熱

い
心
寄

せ
の
上
に
成
り
立

っ

て
い
る
。
旅
び
と
の
孤
独
は
、

一
切

の
外
部

か
ら
切
り
離
さ
れ
賠

々
と
甕
え
る

も

の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
世

の
隈

々
の
ひ
そ
か
な
生

の
存
在

へ
呼

び

か

け
、
そ
れ
ら
を
照

ら
し
出
す
。
そ
れ

に
比
し
、
赤
彦

の

「
か
そ
け

さ
」
「
ひ

そ

け
さ
」
は
、
己
れ
の
心
境
を
水

の
よ
う
に
澄
ま
せ
、
そ

こ
に
何

の
不
純
物
も
混

ら
な

い
完
壁
な
世
界

を
志
向

し
て
い
る
。

こ
こ
で
赤
彦
が
対
峙
す

る

の
は
、
自

己

の
周
縁

の
幽
蓬

な
自
然
と
己
れ

の
内
面

で
あ

り
、
他

の
存

在
は
爽
雑
音
と
し

て
、
見
事

に
消

し
去
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
完
壁

に
閑
寂
な
世
界

は
、

ま
さ

に
掌

中

の
珠
玉
と
言
う
に
相
応
し

い
。
が
、
同
時

に
そ
こ
に
は
、
己
れ
の
内
面

の
み

を
凝
視

し
て
止
ま
ぬ
、
或

る
窮
屈
と
閉
鎖
性
が
あ

る
事
も
否
め
な

い
。
赤
彦

の

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ
け
さ

」
を
支
え
る
の
は
、
自
我

の
充
足

・
向

上

へ
の
ひ
た

す
ら
な
希
求

で
あ
る
。
自

己

の
深
淵
を
探
る
事

に
よ

っ
て
他

の
生
と

の
交
感

の

水
脈
に
行
き
逢
う
事

を
希
む
這
空

の

「
か
そ
け
さ
」
「
ひ
そ

け

さ
」
と

の
懸
隔

は
、
こ
こ
に
明
ら

か
で
あ
る
。

4

 
漂
る
感
傷
性

を
本
質

に
持

つ
逼

空
と
赤
彦
は
、
そ

の
感
傷
を
沈

潜
し
、
昇
華

さ

せ
る
道
程

を
目
指
し
た
。

そ

の
二
人
が
、
ほ
ぼ
同
時
期

に

「
か

そ

け

さ
」

「
ひ
そ
け
さ
」

の
境
位

に
辿
り

つ
い
て

い
る
事
は
興
味
深
い
。
「
さ
び
し
」
よ
り

感
傷
性

の
少

い
語
と
し

て
こ
れ

に
注
目
し
、
特
殊
な
寂
蓼

の
境
位
を
現
出
さ

せ

よ
う
と
す
る
そ

の
発
想
は
、
同
根

の
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
境
位

の

内
容

に
は
本
質
的

な
相
違
が
表
れ
る
。

こ
の
事

は
、

二
人

の
単
な

る
資
質

の
相

違
と

い
う

に
留

ま
ら
ず
、
近
代
短
歌

に
お
け

る
逼
空

の

ユ
ニ
ー
ク
な
位
置
を
照

射

し
得
る
問
題

を
含
む
と
考
え
る
。

 
「
か
そ
け

さ
」
「
ひ
そ
け
さ
」

に
象
徴

さ
れ

る

『
太
虚
集
』

の
悟

入

の

境

位

は
、
中
村
憲

吉
に
、

か
く
ま

で
行
き
着

い
た
歌
境
は

こ
の
先
果
し

て
展
開
し
得

る
の
か
と

い
う
懸
念
を
抱
か

せ
た
Q
し
か
し
、

こ
の
境
位
は

}
面

と
し
て
は
、

内
向

へ
赴

く
近
代
短
歌

の
流
れ
が
当
然
行
き
着

く

一
つ
の
窮
極
を

示
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
篠
弘

は
、
近
代
短
歌

の
実
質
的
起
点

を
、
自
然
主
義

が
歌
壇

に
浸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16
)

透
し
成
果
を
上
げ
始

め
た
明
治
四
十
年
代

に
置
く
。
そ

の
上
で
、
近
代
短

歌
の

特
色
と
し
て
、
個
人

の
寂
蓼
感
と
対
象

の
活
写

と

い
う

二
つ
の
要
素

を
挙
げ

て

い
る
。
特

に
前
者

に
つ
い
て
述

べ
れ
ば
、
明
治

四
〇
年
代
か
ら
大

正
に
か
け

て

は

「
さ
び
し
」
「
か
な
し
」

の
時
代

が
展
開
さ
れ

る
の

だ

が
、
中

で
も
特
徴
的

な

の
は
、
流

派
を
越
え
て
、
自
然
主
義

の
影
響

を
う
け
た

こ
の
様

な
歌
が
目
立
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ち
始
め
た
事

で
あ

る
。

 
 
襟
垢

の
つ
き

し
袷
と
古
帽
子
宿
を

い
で
行
く
さ
び
し
き
男
 

 

 
 
夕
暮

 
 
貧

し
け
れ
ぽ

心
も

か
な
し
虫
け
ら

の
在

り
甲
斐
も
な
き
生
き
や
う
を
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牧

水

 
 
街

の
上

に
う
す
き
埃

の
に
ほ
ひ
立
ち
て
明
け
は
な
れ
ゆ
く
今
日

の
か
な
し

 
 
さ

 
 
非
凡
な
る
人

の
ご
と
く

に
ふ
る
ま

へ
る
/
後

の
さ
び
し
さ
は
/
何

に
か
た

 
 
ぐ

へ
む
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啄
木

 
 
煙
草

の
め
ぽ
す
ぐ

に
あ
た
ま

の
/

い
た
く
な

る
こ
と
/
秋

の
さ
び
し
き
ひ

 
 
と

つ
な
る
べ
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
善
麿

 

こ
れ
ら

の
歌

に
お
け
る
個
人

の
寂
蓼
感

の
表
出
は
、
人
生

の
真
相

の
さ
び
し

さ
を
み

つ
め
る
自
然
主
義
的
人
間
観

か
ら
発

し
た
も

の
で
あ

る
。
当
時

、
歌

び

と
達
は
自
己

の
告

白
、
自
己

の
身
辺
を
詠
ず

る
事

に
傾
斜

し
た
。
四
十
年
代

の

自
然
主
義
文
学
が
既

に
私
小
説

へ
と
そ

の
流
れ
を
転
じ
て

い
た
事
を
考
え
れ
ば

こ
の
傾
向
は
、
必
然
で
あ

っ
た
ろ
う
。
篠
弘
は

「
自
然
主
義
文
学

に
遭
遇
し
た

こ
と

に
よ

っ
て
、

む
し
ろ
短
歌
は
私
性

の
詩

と
し
て
、
今

日
ま
で
つ
づ

い
て
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17
)

た
と
言

っ
て
も
さ
し

つ
か
え
な

い
」
と
す
る
。
近
代
短
歌
が
、
自
己
及
び
そ
の

周
縁

へ
と
内
向
し
て
ゆ

く
面

を
持

つ
事

は
、
既

に
そ

の
起
点

に
お
い
て
予
定

さ

れ

て
い
た
要
素

で
あ

る
と
言
え
る
Q

ア
ラ
ラ
ギ

に
お
け
る
生
活
詠

の

中

で

の

「
さ
び
し
」

の
追
求
、
赤
彦

の

"
寂
蓼
所
"

の
追
求
は
、

一
面
、

こ
の
要
素

に

根
ざ
す
も

の
と
し
て
考
え
る
事
が
で
き

る
で
あ

ろ
う
。

 
そ

の
流
れ

の
中

に
置
く
時
、
他

の
生

の
存
在

に
呼
び
か
け

る
処
か
ら
発
す

る

『
海
や
ま

の
あ
ひ
だ
』

の
寂
蓼
相
は
、
や
は
り
特
異
な
光
彩

を
放

つ
。
思

え

ば

こ
の
光
彩
は
、
或

る
時
期

の
自
然
主
義
が
示
し
た
可
能

性
を
逸
早
く
捉
え
た
、

始
発

の

『
安
乗
帖
』

か
ら
灰
見
え
、
そ

の
後
、
歌
が
、
私
性

に
赴
く
自
然
主
義

の
影
響

に
よ

っ
て
近
代
を
獲
得
し
て
ゆ
く
流
れ

の
中
に
あ

っ
て
、
磨
滅

す
る
事

な
く
追
求

さ
れ
続
け

て
き
た
も

の
な

の
だ
。
そ
れ
故
に
、
同

じ
感
傷

の
沈
潜
を

志
向
し
て
も
、
近
代
短
歌

の
主
流
た
る
ア
ラ
ラ
ギ
流
写
生
歌
と

で
は
、
目
指
す

境
位
が
全
く
異

っ
た
も

の
と
な
る

の
で
は
な

い
か
。
辺
空

に
と

っ
て
、
自
己

の

深
化
、
沈
潜

は
、
自
己

の
内
部

に
結
晶

さ
れ

る
充
足

の
境
位
を
予
想
す
る
も

の

で
は
な
く
、
他

の
あ

ら
ゆ

る
生

の
悲
傷

と
交
感
す
る
水
脈
を
探
り
当
て
る
事
を

目
標

と
す
る
。

そ
れ
が

『
海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』

の

「
さ
び
し
さ
」
「
か
そ
け
さ
」

「
ひ
そ
け
さ
」

で
あ

る
。

こ
こ
に
は
、
自

己
及
び
そ

の
周
縁

へ
と

ま

す
く

内

向
し
て
ゆ
く
近
代

短
歌
の
流
れ

に
対
し
て
放

た
れ
た
、

一
つ
の
襖
を
見
る
事
が

で
き
る
と
考
え
る
。
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「島
木
さ
ん
」

(大

正
15

・
10
 

ア
ラ
ラ
ギ
)
。
以
下
、
全
集
か
ら
の
引
用

は
、
『折

 
口
信
夫
全
集
』

(昭

和
43
 
中
央
公
論
社
)
に
拠

る
。

4
 

『澤
這
空
集
』
「追

ひ
書
き
」
(昭
和
5

・
9
 

『現
代
短
歌
全
集
』

13
巻

・
改

造
社
)

5
 

「人
に
預
け
た
る
も

と
の
門
弟
子
に
寄
せ
て
」
(大
正
14

・
10
稿
?
)

6
 
長
谷
川
政
春

「
『海
や
ま

の
あ

ひ
だ
』
論
」
(昭
和
52

・
6
 
国
文
学
)

の
整
理
に

 
拠

る
。

7
 

『短
歌
文
学
全
集

・
繹
週
空
篇
』

の
、
自
製

「繹
逼
空
年
譜
」
に
拠

る
。

8
 

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「澤
翅
空

『安
乗
帖

と
』

田
山
花
袋

『南
船
北
馬
』

 
ー

「海
や
ま

の
あ
ひ
だ
」
成
立

の

一
過
程
1
」

(昭
和
58

・
12
 
芸
文
研
究
)
に
お

い

 
て
既
述

し
た
。

「う
み
や
ま

の
あ

ひ
だ
」
の
語
は
、
直
接

『安
乗
帖
』
に
は
出
て
こ
な

 
い
が
、

そ
の
内
容

と
ほ
ぼ
重
複

す
る

『ひ
と

り
し
て
』

の
第

四
部
に

「う

み
や
ま

の

 
あ

ひ
だ
」

の
小
題
が
附
さ

為
て

い
る
事

か
ら
、

こ
の
テ
ー
マ
の
胚
胎
を

『安
乗
帖
』

 
に
認
め
る
事

が
卍.≧
ざ
ろ
。

9

注
8
所

掲
論
放
参
照
。

10
 
花
袋

の
紀

行
文

「北
紀
伊

の
海
岸
」

(明
治

32
 

『南
船
北
馬
』
所
収
)

に
は
,

こ
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れ
と
ほ
ぼ
同
じ
揚
面
が
み
ら
れ

る
。
北
紀
伊

の
峠
に
お

い
て
、
旅
び

と
花
袋
は
、

一

 
人

の
少
年
郵
便
脚
夫
と
道

つ
れ
に
な
る
。
山
育
ち

の
少
年
は
都
会

へ
の
切
な

い
憧
憬

を
花
袋

に
語

る
。
週
空
は
こ
の
揚

面
を
深
く
印
象
し
、

「
一
月

の
文
壇

(中
)
」、

「明

 
治
文
学

論
」
等

の
文
章

に
お
い
て
触
れ
て

い
る
。

11
 
斎
藤
茂
吉

「ア
ラ
ラ
ギ

ニ
五
年
史
」

12
 
注
11
に
同

じ
。

13
 
千
勝

重
次

・
岡
野
弘
彦

『繹
沼
空
』
(昭
和

36

・
11
 
桜
楓
社
)
78
頁
。
注

6
所
掲

 
長
谷
川
政
春
論
致
参
照
。

14
 
注
6
所
掲
長
谷
川
政
春
論
放
。

15

「
ひ
そ
け
さ
」

の
語
の
用
法
に

つ
い
て
は
、
武
島

羽
衣
の

「島
山
」
「供
養
塔
」
批

 
判
に
反
駁

し
た

「去

七
尺
状
」
(昭

和
13

・
12
 
短
歌
研
究
)
に
お
い
て
、
週
空
自
身

 
が
審
ら
か
に
し
て

い
る
。
「
ひ
そ
け
き
」

「ひ
そ
け

し
」
と

い
う
活
用
が
備

っ
て
い
た

 
か
は
疑

問
と
し
な
が
ら
も
、
文
献

の
用
例

の
み
で
断
定

し
得
ぬ
事
、
理
屈

に
合
う
造

 
語
な
ら
ば
許
容
さ
れ
得
る
事
を
、 

「ひ
そ
け
さ
」
使
用

の
理
由
に
挙
げ

て
い
る
。

16
 
篠

弘

『自
然
主
義
と
近
代

短
歌

』
(昭
和
60

・
11
 

明
治
書
院
)
参
照
。

17
 
注
16
所
掲
論
放
。
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