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要
旨片

山
廣
子
は
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
に
、『
い
さ
ゝ
川
』『
心
の
花
』
な
ど
に
発

表
し
て
い
た
明
治
四
十
一
年
以
前
の
短
歌
を
載
せ
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
歌

の
特
色
は
、
嘆
き
を
詠
ん
だ
歌
や
恋
歌
で
あ
り
、
何
か
に
囚
わ
れ
た
思
い
が
強

い
。明

治
四
十
二
年
以
降
、
大
正
五
年
発
行
の
『
翡
翠
』
ま
で
は
、
写
生
の
歌
と

と
も
に
、
比
喩
的
、
空
想
的
な
歌
を
多
く
詠
む
よ
う
に
な
る
。
こ
の
嗜
好
が
、

一
方
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
の
翻
訳
へ
と
進
ま
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

真
摯
に
自
己
と
向
き
合
う
『
翡
翠
』
の
歌
風
は
、
美
し
い
詩
歌
の
境
か
ら
も
、

囚
わ
れ
る
自
我
か
ら
も
離
れ
、
独
自
の
内
面
世
界
を
模
索
す
る
こ
と
で
確
立
す

る
。本

論
で
は
、
そ
こ
に
至
る
、『
翡
翠
』
以
前
の
初
期
歌
風
の
形
成
を
巡
っ
て

考
察
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

片
山
廣
子　

佐
佐
木
信
綱　

短
歌　
『
い
さ
ゝ
川
』
と
『
心
の
花
』　

わ
れ

目
次

は
じ
め
に

一
、
片
山
廣
子
の
佐
佐
木
信
綱
へ
の
入
門

二
、
歌
誌
『
い
さ
ゝ
川
』
に
お
け
る
歌
の
出
発

三
、
歌
誌
『
心
の
花
』
に
お
け
る
初
期
歌
風
の
形
成

お
わ
り
に

は
じ
め
に

片
山
廣
子
の
歌
人
と
し
て
の
歩
み
と
、
歌
壇
の
展
開
の
中
で
の
短
歌
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
考
察
を
進
め
て
い
る
。
修
士
論
文
「
芥
川
龍
之
介
・

片
山
廣
子
の
短
歌
―
「
越
び
と
」
を
め
ぐ
る
、
う
た
の
道
行
―
」
に
ま
と
め
た
、

佐
佐
木
信
綱
記
念
館
（
三
重
県
鈴
鹿
市
）
の
資
料
（
信
綱
宛
書
簡
と
歌
稿
）
か

ら
は
、
長
き
に
わ
た
る
信
綱
と
の
師
弟
関
係
が
、
廣
子
の
歌
も
夢
を
も
育
て
て

文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
博
士
後
期
課
程
2
年
　
清
水
麻
利
子

片
山
廣
子
の
短
歌
　『
い
さ
ゝ
川
』
か
ら
『
心
の
花
』
へ
―
―
初
期
歌
風
の
形
成
を
巡
っ
て
―
―
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い
た
こ
と
が
推
し
量
ら
れ
た
。
ま
た
、「
片
山
廣
子
の
短
歌
―
東
洋
英
和
女
学

院
へ
の
寄
贈
本
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
―
」（
二
〇
一
四
年
度
東
洋
大
学
大
学

院
紀
要
第
五
十
一
集
）
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
多
く
の
蔵
書
か
ら
は
、
廣
子
の

短
歌
世
界
を
形
作
っ
た
も
の
が
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

廣
子
は
、
後
に
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
と
な
る
外
交
官
を
父
に
持
つ
。
東
洋
英
和

女
学
校
に
学
び
、
西
洋
的
で
自
由
な
気
風
の
教
育
を
受
け
、「
と
ら
わ
れ
ぬ
我
」

で
あ
り
た
い
と
願
い
続
け
る
。
若
い
頃
の
歌
は
、
夢
想
的
な
思
索
の
歌
で
あ
る
。

「
清
新
と
い
ふ
こ
と
が
詩
歌
の
精
神
で
あ
る
」
と
し
た
佐
佐
木
信
綱
は
、
廣
子

の
歌
を
「
清
新
」
と
評
し
、
短
歌
を
詠
み
続
け
る
よ
う
に
励
ま
す
。
特
色
あ
る

大
正
歌
壇
の
中
で
、
第
一
歌
集
『
翡
翠
』（
大
正
五
年
三
月
）
か
ら
は
、〈
よ
ろ

こ
び
か
の
ぞ
み
か
我
に
ふ
と
来
る
翡
翠
の
羽
の
か
ろ
き
羽
ば
た
き
〉
な
ど
、
自

我
と
対
峙
し
、
囚
わ
れ
ず
偽
る
こ
と
な
き
自
分
の
歌
を
詠
ん
だ
歌
人
と
し
て
の

姿
勢
が
見
え
て
く
る
。
本
論
で
は
、『
翡
翠
』
に
載
せ
て
い
な
い
、『
い
さ
ゝ

川
』（
明
治
二
十
九
年
十
月
創
刊
）
か
ら
『
心
の
花
』（
明
治
三
十
一
年
二
月
創

刊
）
の
明
治
四
十
一
年
掲
載
ま
で
の
短
歌
に
着
目
し
て
、
初
期
歌
風
の
形
成
を

辿
り
た
い
と
思
う
。『
翡
翠
』
の
清
新
さ
に
繋
が
る
、
自
己
の
内
面
で
あ
る

「
わ
れ
」
を
う
た
う
歌
風
の
確
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
片
山
廣
子

の
短
歌
を
、
近
代
短
歌
の
流
れ
の
中
で
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

一
、
片
山
廣
子
の
佐
佐
木
信
綱
へ
の
入
門

片
山
廣
子
（
旧
姓
、
吉
田
廣
子
）
は
、
東
洋
英
和
女
学
校
を
卒
業
後
、
明
治

二
十
九
年
十
八
歳
の
折
、
友
人
の
新
見
か
よ
子
と
共
に
、
佐
佐
木
信
綱
を
訪
ね

た
。
そ
し
て
、
短
歌
と
源
氏
物
語
の
講
義
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
頃
、

樋
口
一
葉
の
小
説
が
評
判
に
な
り
、
一
葉
の
歌
の
師
は
中
島
歌
子
で
あ
っ
た
。

廣
子
は
、
十
月
に
『
い
さ
ゝ
川
』
を
創
刊
し
注
目
を
集
め
て
い
た
、
二
十
五
歳

の
若
い
信
綱
の
方
を
選
ぶ
。
同
誌
に
十
九
歳
で
初
め
て
短
歌
を
発
表
。
三
十
一

年
二
月
に
『
心
の
華
』（
後
の
『
心
の
花
』）
が
創
刊
。
三
十
二
年
に
「
竹
柏

会
」
結
成
。『
心
の
花
』
の
創
設
期
に
関
わ
り
、
師
弟
の
強
い
絆
が
結
ば
れ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
長
き
に
亘
り
厚
い
交
流
が
続
く
。

信
綱
が
書
い
て
い
る
『
翡
翠
』
の
序
文
（
1
）
に
よ
る
と
、「
竹
柏
会
」
の

合
同
歌
集
『
あ
け
ぼ
の
』『
玉
琴
』
の
初
期
の
歌
を
も
載
せ
る
よ
う
に
言
う
と
、

廣
子
は

自
分
の
歌
は
、
た
く
み
を
捨
て
て
、
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
感
じ
た
も

の
で
あ
り
た
い
。
そ
し
て
其
感
じ
を
普
通
の
人
と
共
に
分
か
つ
も
の
で
あ

り
た
い
。
其
た
め
に
は
、
美
し
い
狭
い
詩
歌
の
境
を
未
練
気
な
く
離
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
自
分
の
近
頃
切
に
感
じ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。

と
言
い
、
旧
衣
で
あ
る
こ
れ
ま
で
の
歌
を
、
載
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
新
し
い
衣
が
、「
わ
れ
」
で
あ
っ
た
と
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
廣
子
は
続
け
て
、

併
し
な
が
ら
、
こ
の
翡
翠
の
歌
の
中
に
は
、
現
在
の
こ
の
見
地
を
目
標
と



片山廣子の短歌　『いさゝ川』から『心の花』へ

─ 3 ─

し
て
見
れ
ば
、
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
沢
山
あ
る
。
そ
れ
を
捨

て
な
か
っ
た
の
は
、
た
と
へ
多
少
の
た
く
み
の
交
っ
た
作
で
あ
つ
て
も
、

狂
熱
と
理
智
の
濃
き
陰
影
を
印
し
て
居
る
点
に
於
い
て
、
最
も
強
く
自
分

を
現
は
し
た
も
の
で
、
自
分
の
身
の
半
身
の
如
く
な
つ
か
し
く
思
は
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
覚
め
ん
と
し
て
覚
め
得
ざ
る
心
の
姿
、
真
面
目
な
る
女
の

内
的
生
活
の
記
録
の
一
片
、
新
し
き
道
に
い
づ
る
記
念

と
し
て
の
『
翡
翠
』
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
信
綱
は
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

思
ふ
に
著
者
の
歌
は
、
今
や
岐
路
に
立
つ
て
ゐ
る
。
旧
衣
を
破
り
捨
て

て
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
新
し
い
衣
が
未
だ
成
つ
て
を
ら
ぬ
と
い
う
状
態
に

あ
る
。
固
よ
り
旧
衣
は
如
何
に
美
し
と
も
、
そ
れ
に
ま
さ
つ
た
新
衣
だ
に

得
な
ば
破
り
捨
て
て
も
決
し
て
惜
し
む
に
足
り
な
い
。
著
者
の
態
度
は
、

旧
い
自
己
に
あ
き
た
ら
な
い
で
、
而
も
未
だ
新
た
な
る
信
念
に
そ
ふ
歌
を

得
む
と
し
て
得
か
ね
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
著
者
が
そ
の
歌
風
の

か
か
る
岐
路
に
立
つ
て
、
そ
の
現
在
を
あ
り
の
ま
ま
に
曝
露
し
よ
う
と
し

た
勇
気
は
、
ま
た
多
と
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
自
分
の
著
者
に
待
つ
と

こ
ろ
は
、
そ
の
将
来
の
大
成
に
あ
る
。
自
分
が
著
者
を
知
つ
て
ゐ
る
も
の

も
、
自
分
に
若
く
も
の
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

と
結
ん
で
い
る
。
廣
子
が
旧
衣
、
つ
ま
り
「
美
し
い
狭
い
詩
歌
の
境
」
を
離
れ
、

「
強
く
自
分
を
現
は
」
し
た
「
わ
れ
」
の
歌
を
獲
得
す
る
途
上
と
し
て
の
岐
路

に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
信
綱
は
示
唆
し
、
自
分
を
知
る
の
は
「
自
分
に
若
く
も

の
は
あ
る
ま
い
」
と
、「
お
の
が
じ
し
に
」
の
廣
子
の
歌
の
大
成
を
期
待
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

二
、
歌
誌
『
い
さ
ゝ
川
』
に
お
け
る
歌
の
出
発

『
い
さ
ゝ
川
』
は
、
明
治
二
十
九
年
十
月
に
創
刊
さ
れ
た
。
こ
の
年
、
二
十

五
歳
の
信
綱
は
雪
子
と
結
婚
を
す
る
。
五
年
前
の
六
月
、
父
の
弘
綱
は
不
帰
の

人
と
な
っ
て
い
る
。
二
十
七
年
九
月
に
は
母
の
光
子
が
逝
く
。
信
綱
は
こ
れ
ま

で
に
『
日
本
歌
学
全
書
』（
二
十
三
年
）『
歌
の
栞
』『
校
註
徒
然
草
』『
標
註
十

六
夜
日
記
読
本
』（
二
十
五
年
）
等
を
発
刊
。
二
十
九
年
に
は
、
鷗
外
の
「
め

ざ
ま
し
草
」
に
歌
を
寄
せ
て
い
る
。
同
年
五
月
の
「
め
ざ
ま
し
草
」
に
「
笛
」

の
連
作
が
あ
る
。（
2
）〈
山
の
端
に
月
は
の
ぼ
り
ぬ
わ
が
笛
を
今
こ
そ
吹
か
め

月
は
の
ぼ
り
ぬ
〉〈
人
は
世
は
わ
れ
を
捨
て
た
り
し
か
は
あ
れ
ど
わ
れ
に
笛
あ

り
こ
の
笛
あ
る
を
〉〈
わ
れ
は
唯
ひ
と
り
ぞ
吹
か
ん
わ
れ
知
ら
ぬ
人
に
き
か
せ

む
敢
へ
て
と
ど
め
む
〉〈
わ
が
身
を
も
世
を
も
忘
れ
て
吹
く
笛
の
す
み
ゆ
く
ま

ま
に
す
む
心
か
な
〉
等
の
歌
を
詠
む
。
こ
こ
で
の
「
笛
」
と
は
短
歌
の
比
喩
で

あ
ろ
う
。
日
本
の
古
典
と
和
歌
を
伝
授
し
て
く
れ
た
父
の
志
を
継
ぎ
、
若
い
信

綱
は
心
細
い
な
が
ら
も
、
歌
誌
『
い
さ
ゝ
川
』
を
創
刊
す
る
に
至
る
意
気
込
み

を
感
じ
さ
せ
る
一
連
の
歌
で
あ
る
。

『
佐
佐
木
信
綱
研
究
』
第
四
号
に
、
田
中
薫
「「
無
名
氏
」
作
と
し
て
発
表
し

た
信
綱
の
新
体
詩
」（
3
）
の
評
論
が
載
る
。
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明
治
二
〇
年
か
ら
三
一
年
ま
で
徳
富
蘇
峰
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
総
合

誌
「
国
民
之
友
」
に
は
、「
無
名
氏
」
と
い
う
覆
面
作
者
の
新
体
詩
が
か

な
り
あ
る
。
二
五
年
か
ら
二
九
年
ま
で
の
五
年
間
で
も
二
〇
数
篇
。
そ
の

多
く
が
、
現
在
判
読
中
の
明
治
二
五
・
二
六
年
の
信
綱
自
筆
創
作
ノ
ー
ト

『
小
鈴
詠
草
』（
日
本
近
代
文
学
館
蔵
で
、
未
翻
字
）
の
作
品
と
合
致
す
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。（
中
略
）「
国
民
之
友
」
の
文
芸
欄
は
当
時
、
坪
内
逍

遥
、
山
田
美
妙
、
森
鷗
外
、
幸
田
露
伴
と
い
っ
た
文
学
者
の
作
品
を
次
々

に
掲
載
し
て
人
気
を
博
し
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
。
若
き
穎
才

と
し
て
名
声
を
高
め
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
満
二
十
歳
の
信
綱
に
と
っ

て
、
同
誌
へ
の
自
作
掲
載
、
殊
に
歌
で
は
な
い
、
初
（
と
思
わ
れ
る
）
の

詩
の
掲
載
に
は
、
そ
れ
な
り
の
感
懐
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
早
く
か
ら
、
新
体
詩
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
後
、『
い
さ
ゝ
川
』
と
『
心
の
花
』
に
多
く
の
新
体
詩
を
載
せ
る
と
こ
ろ

と
な
る
。
明
治
二
十
九
年
創
刊
の
『
新
聲
』
二
巻
六
号
（
4
）
に
も
、
新
体
詩

「
玉
く
し
げ
」〈
世
に
捨
て
ら
れ
て
世
を
捨
て
て
／
み
山
の
奥
に
こ
し
か
ど
も
／

や
ぶ
れ
は
て
た
る
吾
胸
は
／
慰
さ
む
べ
く
も
お
も
ほ
え
ず
（
略
）〉
を
寄
稿
し

て
い
る
。

与
謝
野
鉄
幹
、
落
合
直
文
と
は
既
に
親
交
が
あ
り
、
浅
香
社
の
尾
上
柴
舟
、

金
子
薫
園
と
は
二
十
九
年
春
に
知
り
合
っ
て
い
る
。『
い
さ
ゝ
川
』
と
『
心
の

花
』
が
、
若
い
主
宰
者
の
信
綱
に
も
関
わ
ら
ず
、
旧
派
和
歌
か
ら
新
派
和
歌
ま

で
の
第
一
線
の
歌
人
や
文
学
者
、
研
究
者
が
寄
稿
し
て
い
る
の
は
、
幅
広
い
交

友
と
信
頼
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
い
さ
ゝ
川
』
創
刊
に
つ
い
て
、

『
佐
佐
木
信
綱
作
歌
八
十
二
年
』（
2
）
に
、「
十
月　

歌
誌
、「
い
さ
ゝ
川
」
を

創
刊
し
た
。
当
時
住
ん
で
お
っ
た
小
川
町
の
名
に
因
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
鷗
外

氏
は
鍾し

ぐ

礼れ
の

舎や

主
人
の
号
の
も
と
に
、
短
歌
は
五
行
に
か
く
べ
し
と
の
説
を
、
学

海
翁
は
題
詠
不
可
論
を
寄
せ
ら
れ
た
。」
と
の
記
述
が
あ
る
。
廣
子
が
信
綱
を

初
め
て
訪
れ
た
の
は
、
こ
の
年
の
暮
れ
の
こ
と
で
あ
る
。

廣
子
は
、『
い
さ
ゝ
川
』（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
）
に
、
短
歌
四
首
と
散

文
一
編
を
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
短
歌
は
第
三
号
に
初
め
て
載
り
、
こ
の
号
の
無

記
名
の
詠
草
一
首
が
、
第
四
号
に
「
廣
子
」
と
記
載
さ
れ
、
全
歌
集
未
収
歌
を

発
見
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
歌
は
、
題
詠
で
あ
り
な
が
ら
も
、
生
活
の

心
情
を
吐
露
し
た
「
わ
れ
」
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
ま
た
、
第
六
号

に
は
、
初
め
て
投
稿
し
た
散
文
が
載
っ
て
い
る
。
信
綱
が
廣
子
の
文
章
力
に
、

早
く
か
ら
気
付
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、
廣
子
の
作
品
掲
載
の

な
い
も
の
も
含
め
、
全
号
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
一
号

明
治
二
九
年
十
月
五
日
発
行
（
五
日
定
刊
）
竹
柏
社
発
行

巻
頭
和
歌
さ
ざ
れ
な
み
―
東
久
世
通
禧
、
高
崎
正
風
、
黒
田
清
綱
、
税

所
敦
子
な
ど

霧
は
る
ゝ
沖
の
小
じ
ま
の
松
の
う
へ
に
ひ
か
り
は
消
え
て
の
こ
る
月
か

な�

（
高
崎
正
風
）

年
を
経
て
い
よ
〳
〵
こ
ひ
し
今
の
世
に
ま
さ
ば
と
思
ふ
こ
と
の
み
に
し
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て�

（
黒
田
清
綱
）

み
め
ぐ
み
の
ふ
か
き
を
民
に
く
ま
す
る
や
縣
の
井
戸
の
こ
ゝ
ろ
な
る
ら

む�

（
税
所
敦
子
）

巻
頭
詩
藻
か
り
舩
―
「
春
の
あ
し
た
」（
新
体
詩
）
大
塚
楠
緒
子

春
の
あ
し
た
を
た
ち
こ
む
る
／
霞
み
の
と
ば
り
か
き
わ
け
て
／
あ
や
に

か
ゞ
や
く
雲
ふ
み
て
／
美
を
司
り
ま
せ
る
神
は
い
ま
／
明
ゆ
く
野
べ
を

見
お
ろ
し
ぬ
（
略
）

巻
頭
文
玉
が
し
は
―
「
そ
ぞ
ろ
言
」
鍾
禮
舎
主
人
（
森
鷗
外
）

散
文
の
句
読
は
文
法
上
よ
り
切
る
習
な
れ
ば
、
そ
の
意
義
の
断
続
と
こ

と
ご
と
く
吻
合
す
る
も
の
な
れ
ど
も
、
韻
語
の
に
至
り
て
は
詩
律
上
よ
り

も
切
ら
る
べ
く
、
文
法
上
よ
り
も
切
ら
る
べ
く
し
て
、
こ
の
二
種
の
句
読

は
一
致
す
る
こ
と
あ
り
、
ま
た
相
牽
く
こ
と
あ
る
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
な

り
。（
略
）

百
五
名
出
詠
。
金
子
薫
園
、
石
榑
千
亦
、
佐
々
木
雪
子
な
ど

巻
頭
和
歌
に
は
、
高
崎
正
風
、
黒
田
清
綱
、
税
所
敦
子
な
ど
、
旧
派
和
歌
の

歌
人
達
が
作
品
を
寄
せ
、『
い
さ
ゝ
川
』
の
第
一
号
を
祝
福
す
る
い
ず
れ
も
旧

派
和
歌
の
格
調
高
い
風
韻
の
あ
る
歌
で
あ
る
。

税
所
敦
子
は
明
治
維
新
の
後
、
明
治
三
十
三
年
ま
で
宮
中
女
官
と
し
て
和
歌

の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
。
山
田
吉
郎
『
明
治
短
歌
の
河
畔
に
て
』（
5
）
に

は
、「
旧
派
和
歌
の
正
統
的
位
置
に
あ
る
女
流
歌
人
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
歌
柄
の
と
と
の
っ
た
題
詠
が
中
心
を
な
し
て
い
る
が
、（
略
）
そ
の
作
品

に
は
意
外
に
し
な
や
か
な
感
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。」
と
あ
り
、「
い
で
て
お
ふ

人
し
な
け
れ
ば
里
中
に
螢
と
ぶ
な
り
さ
み
だ
れ
の
そ
ら
」
を
挙
げ
て
あ
る
。
豊

か
な
情
感
の
中
に
、
や
や
理
が
勝
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
廣
子
の
歌
に
通
う
と

こ
ろ
が
あ
る
。
税
所
敦
子
は
『
い
さ
ゝ
川
』
に
歌
ば
か
り
で
な
く
、
第
六
号
と

第
七
号
に
「
心
づ
く
し
（
上
）・（
下
）」（
目
次
は
「
心
つ
く
し
」
と
あ
る
が
本

文
の
表
記
に
従
っ
た
）
と
し
て
、
歌
を
織
り
込
ん
だ
自
伝
的
散
文
を
寄
せ
て
い

る
。〈
よ
の
中
の
お
も
荷
に
な
づ
む
心
に
は
野
が
ひ
の
牛
も
う
ら
や
ま
れ
つ
ゝ
〉

題
詠
が
中
心
の
宮
中
歌
人
で
あ
っ
て
も
、
晴
れ
で
な
く
褻
を
詠
む
時
に
は
、
こ

の
よ
う
な
歌
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

信
綱
は
、
明
治
十
九
年
十
五
歳
の
頃
に
は
父
の
弘
綱
に
代
わ
り
、
鈴
木
重
嶺

や
中
島
歌
子
ら
の
歌
会
に
出
席
し
て
お
り
、
樋
口
一
葉
と
も
交
流
が
あ
る
。
明

治
二
十
二
年
十
八
歳
の
二
月
、
高
崎
正
風
か
ら
御
歌
所
へ
入
る
よ
う
に
勧
め
ら

れ
、
近
眼
視
の
悪
化
の
た
め
、
断
っ
た
と
い
う
。
若
年
な
が
ら
も
信
頼
を
集
め
、

若
い
か
ら
こ
そ
、
年
長
者
の
旧
派
和
歌
を
『
い
さ
ゝ
川
』
の
巻
頭
に
置
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
巻
頭
詩
に
「
春
の
あ
し
た
」（
新
体
詩
）
大
塚
楠
緒
子
を
掲
載
す

る
。
信
綱
が
新
体
詩
を
多
く
発
表
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
翌
年
に

島
崎
藤
村
が
『
若
菜
集
』
を
刊
行
す
る
よ
う
に
、
新
体
詩
は
新
時
代
に
受
け
容

れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
二
十
一
年
九
月
、
父
の
弘

綱
は
雑
誌
『
筆
の
花
』
に
「
長
歌
改
良
論
」
を
発
表
。
万
葉
時
代
の
五
七
調
か

ら
平
安
時
代
の
七
五
調
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
受
け
、
七
五
調
の
長
篇
を
作
る

べ
き
と
主
張
し
、
旧
派
の
人
々
に
非
難
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
父
を
擁
護
し
、



─ 6 ─

「
新
体
詩
」
の
新
し
い
表
現
形
式
で
、
長
篇
詩
の
弘
布
を
心
掛
け
た
と
考
え
ら

れ
る
。

巻
頭
文
「
そ
ぞ
ろ
言
」
の
鍾
禮
舎
主
人
（
森
鷗
外
）
は
、
和
歌
に
は
韻
律
が

最
も
大
切
だ
と
力
説
す
る
。

第
一
号
に
は
百
五
名
も
の
出
詠
が
あ
り
、
今
後
編
集
面
で
『
心
の
花
』
を
支

え
る
、
石
榑
千
亦
の
名
が
見
え
る
。
吉
田
廣
子
は
第
三
号
か
ら
の
出
詠
と
な
る
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
二
号

明
治
二
九
年
十
一
月
三
十
日
発
行

巻
頭
和
歌
さ
ざ
れ
な
み
―
落
合
直
文
、
与
謝
野
鉄
幹
、
小
金
井
喜
美
子
、

大
塚
楠
緒
子
な
ど

近
江
の
海
夕
霧
ふ
か
し
か
り
が
ね
の
き
こ
ゆ
る
方
や
か
た
ゝ
な
る
ら
む

�

（
落
合
直
文
）

さ
と
川
の
一
も
と
や
な
ぎ
か
げ
や
せ
て
霧
に
し
め
れ
る
あ
り
あ
け
の
月

�
（
与
謝
野
鉄
幹
）

機
織
女
が
は
た
お
り
は
て
ゝ
つ
く
〳
〵
と
見
あ
ぐ
る
空
を
雁
帰
る
な
り

�

（
佐
佐
木
信
綱
）

何
と
な
き
物
の
ひ
ゞ
き
も
め
し
給
ふ
み
声
か
と
の
み
あ
や
ま
た
れ
つ
ゝ

�

（
小
金
井
喜
美
子
）

巻
頭
詩
藻
か
り
舩
―
「
鹿
の
骨
」（
新
体
詩
）
安
藤
直
方

巻
頭
文
玉
が
し
は
―
「
題
詠
を
廃
す
可
き
事
を
論
ず
」
依
田
百
川

（
学
海
）

奥
付
記
載
歌　

ゆ
き
〳
〵
て
海
と
は
な
ら
む
い
さ
ゝ
川
人
に
し
ら
れ
ぬ
な

が
れ
な
れ
ど
も

奥
付
の
「
ゆ
き
〳
〵
て
海
と
は
な
ら
む
い
さ
ゝ
川
」
の
一
首
か
ら
も
、
信
綱

が
万
葉
集
を
は
じ
め
日
本
古
典
文
学
の
研
究
者
と
し
て
多
忙
な
日
々
の
中
で
、

歌
誌
の
創
刊
に
か
け
る
期
待
の
大
き
さ
が
伝
わ
る
。

第
二
号
の
巻
頭
和
歌
は
、
旧
派
和
歌
が
中
心
で
あ
っ
た
第
一
号
と
大
き
く
異

な
る
。
落
合
直
文
、
与
謝
野
鉄
幹
、
小
金
井
喜
美
子
、
大
塚
楠
緒
子
ら
の
若
手

の
作
品
を
掲
載
し
、
歌
誌
と
し
て
進
む
べ
き
進
路
を
、
信
綱
は
大
き
く
こ
こ
で

舵
取
り
し
た
の
で
あ
る
。
歌
は
ま
だ
題
詠
の
古
め
か
し
さ
が
あ
り
、「
湖
上
霧
」

（
直
文
）「
秋
暁
」（
鉄
幹
）
な
ど
、
各
々
題
を
付
す
。
信
綱
の
「
機
織
女
」
の

歌
は
、「
足
利
に
も
の
し
け
る
と
き
」
の
題
で
、
絹
織
物
の
産
地
の
足
利
へ
の

旅
を
伝
説
を
重
ね
空
想
的
に
詠
む
。「
は
た
お
り
は
て
ゝ
つ
く
〳
〵
と
」
に
、

作
者
の
穏
や
か
な
人
柄
を
感
じ
さ
せ
る
。
小
金
井
喜
美
子
は
「
父
の
身
ま
が
り

け
る
頃
」
と
あ
り
、
父
親
の
逝
去
の
状
況
が
、
そ
の
後
の
喪
失
感
と
と
も
に
伝

わ
っ
て
く
る
。

こ
こ
に
、
依
田
百
川
が
題
詠
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
。「
凡
そ
心
に

思
ふ
事
。
目
に
見
る
事
を
。
あ
り
の
ま
ゝ
に
述
ぶ
れ
ば
こ
そ
。
其
事
実
明
ら
か

に
。
其
心
も
よ
く
知
ら
る
れ
。
さ
る
を
題
を
お
き
て
よ
み
出
づ
る
か
ら
に
。
己

が
心
は
そ
ら
に
な
り
て
。
唯
お
も
し
ろ
く
珍
ら
か
に
よ
み
出
む
と
し
て
。
己
が

心
に
も
あ
ら
ぬ
事
を
よ
み
出
る
な
り
。」
あ
り
の
ま
ま
に
気
持
ち
を
詠
も
う
と

す
れ
ば
、
題
詠
は
不
自
由
な
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

鉄
幹
は
明
治
三
十
三
年
四
月
か
ら
、
新
詩
社
の
機
関
誌
『
明
星
』
を
中
心
に
、
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浪
漫
的
歌
風
の
新
派
和
歌
の
旗
頭
と
な
っ
て
ゆ
く
。「
新
詩
社
清
規
」
に
、
自

我
独
創
の
詩
を
楽
し
み
、
師
弟
の
関
係
を
な
く
す
こ
と
を
掲
げ
る
一
方
で
、
桂

園
派
の
古
典
の
模
倣
を
継
承
し
、「
丈
夫
風
」
の
歌
を
詠
む
。
信
綱
の
方
は
師

弟
関
係
は
強
固
な
ま
ま
で
、「
お
の
が
じ
し
に
」
の
個
性
を
尊
重
し
、『
い
さ
ゝ

川
』
か
ら
『
心
の
花
』
へ
少
し
ず
つ
、
題
詠
か
ら
の
歌
の
改
革
を
推
し
進
め
て

い
く
の
で
あ
る
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
三
号

明
治
三
十
年
三
月
十
八
日
発
行

巻
頭
文
玉
が
し
は
―
「
い
さ
ゝ
川
に
寄
す
」）
東
久
世
通
禧
他

巻
頭
和
歌
さ
ざ
れ
な
み
―
東
久
世
通
禧
、
高
崎
正
風
、
黒
田
清
綱
、
落

合
直
文
な
ど

巻
頭
詩
藻
か
り
舩
―
「
惆
帳
」（
新
体
詩
・
七
五
調
三
十
六
句
）
与
謝
野

鉄
幹

36
頁
吉
田
廣
子
（
田
家
梅
）
賤
が
屋
は
春
の
夜
ご
ろ
ぞ
お
も
し
ろ
き
ひ
ま

も
る
風
も
梅
が
香
の
し
て

41
頁
（
惜
歳
暮
）
四
十
八　

い
た
づ
ら
に
な
す
事
も
な
く
世
に
ふ
れ
ば
い

よ
〳
〵
惜
き
年
の
暮
哉

前
年
の
暮
れ
に
入
門
し
た
廣
子
の
、
早
く
も
初
の
掲
載
歌
と
な
っ
た
の
が

（
田
家
梅
）
題
詠
の
「
賤
が
屋
は
」
で
あ
る
。
侘
し
い
情
景
の
中
に
「
梅
が
香
」

の
艶
や
か
な
風
情
が
あ
り
、
古
典
歌
の
模
倣
か
と
思
わ
せ
る
、
優
等
生
的
な
一

首
。「
賤
が
屋
（
下
賤
の
者
の
家
、
農
家
や
漁
師
な
ど
の
家
）
は
、
春
の
夜
の

う
ち
に
興
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。
隙
間
を
洩
れ
て
く
る
風
も
梅
の
香
り
が
す
る
か

ら
」
と
詠
む
。
古
典
歌
を
繙
く
と
、『
風
雅
集
』
所
収
の
足
利
尊
氏
の
詠
歌
に
、

〈
軒
の
梅
は
手
枕
ち
か
く
匂
ふ
な
り
窓
の
ひ
ま
も
る
夜
は
の
嵐
に
〉
が
あ
り
、

心
を
詠
む
こ
と
を
重
ん
じ
た
京
極
派
の
清
新
な
叙
景
歌
と
い
え
る
。
廣
子
の
母

は
二
条
派
の
和
歌
を
嗜
ん
で
い
る
。
題
詠
に
臨
み
、
古
歌
に
影
響
を
受
け
る
こ

と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

〈
賤
が
屋
は
春
の
夜
ご
ろ
ぞ
お
も
し
ろ
き
ひ
ま
も
る
風
も
梅
が
香
の
し
て
〉

の
廣
子
の
歌
を
、
次
の
第
四
号
で
、
鈴
木
展
太
郎
（
山
家
梅
）〈
山
ざ
と
の
し

づ
が
垣
根
の
梅
の
は
な
を
る
人
な
く
て
ち
り
に
け
る
か
な
〉
と
並
べ
、
大
橋
文

之
が
歌
評
し
て
い
る
。（
十
七
頁
か
ら
十
八
頁
）「
展
太
郎
ぬ
し
の
山
里
の
歌
。

廣
子
ぬ
し
の
賤
が
屋
は
の
歌
。
前
な
る
は
、
桜
と
も
な
り
ぬ
べ
く
、
後
な
る
は
、

賤
が
屋
に
も
限
る
べ
か
ら
ず
、
題
に
梅
と
い
ひ
、
田
家
と
あ
れ
ば
、
し
か
詠
ま

れ
し
も
の
な
ら
め
ど
、
前
の
三
句
、
梅
の
花
を
桜
の
花
と
し
、
折
る
人
を
見
る

人
と
し
て
、
花
の
題
に
改
め
、
後
な
る
題
の
、
田
家
と
あ
る
を
削
ら
れ
な
ば
、

好
き
一
対
の
歌
な
ら
む
か
し
。」
題
詠
の
題
を
変
え
れ
ば
と
ま
で
言
う
の
は
、

題
詠
そ
の
も
の
の
限
界
を
感
じ
さ
せ
る
歌
評
と
な
っ
た
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
四
号

明
治
三
十
年
四
月
十
二
日
発
行

48
頁
吉
田
廣
子
（
名
所
の
花
）
わ
た
し
守
ふ
ね
こ
ぎ
と
め
て
眺
む
め
り
角

田
の
か
は
の
は
な
の
夕
ぐ
れ
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60
頁
廣
子
―
四
十
八　

い
た
づ
ら
に
な
す
事
も
な
く
世
に
ふ
れ
ば
い
よ

〳
〵
惜
き
年
の
暮
哉

掲
載
二
回
目
の
、（
名
所
の
花
）
題
詠
「
わ
た
し
守
」
の
歌
は
、
二
つ
の
視

点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
守
が
舟
を
泊
め
、
一
息
つ
い
て
桜
を
眺

め
て
い
る
ら
し
い
。
隅
田
川
の
花
見
の
先
ほ
ど
ま
で
の
賑
わ
い
の
後
、
ど
こ
と

な
く
桜
に
風
情
の
あ
る
夕
ぐ
れ
時
で
あ
る
こ
と
よ
」
い
つ
し
か
、
作
者
の
視
点

は
わ
た
し
守
の
目
に
重
な
っ
て
ゆ
く
。
昼
間
の
盛
り
の
花
で
は
な
く
、
夕
ぐ
れ

の
隅
田
川
の
桜
を
詠
ん
だ
風
趣
に
よ
り
、
信
綱
に
採
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

〈
い
た
づ
ら
に
な
す
事
も
な
く
世
に
ふ
れ
ば
い
よ
〳
〵
惜
き
年
の
暮
哉
〉
は
、

（
惜
歳
暮
）
の
題
詠
で
、
前
の
号
に
無
記
名
で
載
っ
て
い
る
詠
草
で
あ
る
。
互

選
詠
草
で
あ
り
、
一
名
が
採
っ
て
い
る
。
こ
の
号
に
「
廣
子
」
と
あ
る
の
で
、

吉
田
廣
子
の
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
型
に
は
ま
っ
た
と
こ
ろ
は
な

く
、
率
直
に
内
面
の
思
い
を
詠
ん
だ
自
分
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
一
首
が
廣
子
が
図
ら
ず
も
、
個
の
自
覚
と
し
て
の
「
わ
れ
」
を
詠
ん
だ
最
初

の
歌
で
あ
る
。（
惜
歳
暮
）
と
い
う
題
詠
が
、
そ
う
さ
せ
た
と
言
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
惜
歳
暮
）
の
題
詠
で
、
五
名
以
上
が
採
っ
た
歌
。〈
果
も
な
き
学
の
道
を
た

ど
る
身
は
い
よ
い
よ
惜
き
と
し
の
く
れ
か
な
〉〈
い
く
夜
ね
ば
春
は
来
な
ん
と

指
を
り
て
母
に
と
ひ
つ
る
事
も
有
し
を
〉〈
く
れ
ゆ
く
を
惜
ま
ざ
り
し
は
こ
ん

年
を
嬉
し
と
ま
ち
し
昔
な
り
け
り
〉
ど
れ
も
分
か
り
や
す
く
共
感
を
得
や
す
い

歌
で
あ
る
。「
こ
ん
年
を
嬉
し
と
ま
ち
し
」
三
首
目
の
歌
と
比
べ
る
と
、「
い
た

づ
ら
に
な
す
事
も
な
く
」
と
嘆
息
す
る
廣
子
の
歌
は
、
十
九
歳
と
は
思
え
な
い

内
省
的
な
歌
い
ぶ
り
で
あ
る
。
自
己
の
内
面
と
向
き
合
う
姿
勢
が
芽
生
え
て
き

た
。
広
く
学
問
を
修
め
、
何
事
か
を
為
し
た
く
も
為
し
え
な
い
焦
り
の
思
い
で

あ
っ
た
ろ
う
。〈
過
し
つ
る
月
日
お
も
は
で
み
な
人
の
あ
や
な
く
年
を
惜
む
け

ふ
か
な
〉
の
歌
を
廣
子
一
人
が
採
っ
て
い
る
の
は
、「
い
た
づ
ら
に
な
す
事
も

な
く
」
と
い
う
同
様
の
思
い
か
ら
か
。

信
綱
が
評
を
し
て
い
る
。「
大
方
は
似
た
る
趣
な
る
中
に
、
二
二
番
や
こ
の

中
の
秀
逸
な
ら
む
。
二
七
番
の
上
句
、
誰
も
思
ひ
よ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
な
が
ら
、

ふ
と
い
ひ
い
で
が
た
き
を
、
よ
く
い
ひ
ま
は
さ
れ
た
り
。
五
十
番
は
、
を
の
か

さ
な
り
た
る
た
め
、
一
首
の
調
く
だ
け
た
り
。」
二
二
番
は
〈
く
れ
て
ゆ
く
年

の
別
ぞ
を
し
ま
る
ゝ
柳
を
む
す
ぶ
か
ど
で
な
ら
ね
ば
〉
二
七
番
は
〈
春
を
ま
つ

事
の
し
げ
き
に
ま
ぎ
れ
て
も
猶
を
し
ま
る
ゝ
年
の
暮
か
な
〉
五
十
番
は
〈
く
れ

ゆ
く
を
〉
の
歌
で
あ
る
。

風
韻
と
調
べ
を
重
ん
じ
た
信
綱
ら
し
い
歌
評
で
あ
る
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
五
号

明
治
三
十
年
五
月
二
十
六
日
発
行

55
頁
吉
田
廣
子
（
春
の
歌
の
中
に
）

や
つ
橋
の
む
か
し
も
か
く
や
匂
ひ
け
ん
あ
は
れ
も
ふ
か
き
杜
若
か
な

同
じ
題
の
中
に
は
、
桜
、
梅
、
藤
と
い
っ
た
春
を
代
表
す
る
花
々
の
叙
景
歌

が
多
い
。
廣
子
が
『
伊
勢
物
語
』
の
杜
若
を
詠
ん
で
い
る
の
が
個
性
的
で
あ
る
。
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出
詠
し
た
四
月
に
は
、
ま
だ
杜
若
は
咲
か
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
師
の
信
綱
の
歌

に
も
あ
る
よ
う
に
、
短
歌
に
古
典
を
導
き
、
空
想
で
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
号
に
、
題
詠
互
選
歌
の
廣
子
が
採
っ
て
い
る
歌
が
あ
る
。（
新
年
）〈
ふ

じ
の
ね
の
み
雪
は
こ
ぞ
の
儘
な
が
ら
新
ま
り
て
も
見
ゆ
る
け
さ
哉
〉（
庭
上
松
）

〈
春
秋
の
花
も
紅
葉
も
よ
そ
に
し
て
い
く
世
へ
ぬ
ら
ん
庭
の
お
い
ま
つ
〉（
春
月
）

〈
こ
の
春
は
わ
き
て
あ
や
な
く
霞
む
ら
ん
み
は
し
の
花
に
か
ゝ
る
月
影
〉
の
中
、

一
首
目
は
「
新
ま
り
て
も
見
ゆ
る
け
さ
」、
二
首
目
は
「
よ
そ
に
し
て
い
く
世

へ
ぬ
」、
三
首
目
は
「
こ
の
春
は
わ
き
て
あ
や
な
く
」
と
あ
り
、
廣
子
は
、
他

と
違
う
個
性
的
な
着
眼
点
の
歌
に
注
目
し
て
い
る
。「
み
は
し
の
花
」
は
紫
宸

殿
の
左
近
の
桜
の
異
称
で
あ
る
。
三
首
は
ど
れ
も
風
流
で
格
調
高
い
世
界
で
は

あ
る
が
、
題
詠
の
歌
の
窮
屈
さ
を
禁
じ
得
な
い
。

題
詠
の
堅
苦
し
さ
か
ら
、
自
由
に
表
現
で
き
る
散
文
を
書
い
て
み
た
い
と
の

思
い
に
駆
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
三
号
巻
末
に
は
、「
い
さ
ゝ
川
課
題
」

と
し
て
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
課
題
を
提
示
し
た
後
に
、「
課
題
は
賛
助
員

の
撰
を
経
て
掲
載
す
。
課
題
外
の
和
歌
の
添
削
を
請
は
る
ゝ
諸
君
に
は
規
則
書

を
呈
送
す
。」
と
あ
る
。
廣
子
は
次
の
第
六
号
に
物
語
を
投
稿
し
、
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
六
号

明
治
三
十
年
六
月
二
十
八
日
発
行

38
頁
～
41
頁
吉
田
廣
子
「
昔
物
が
た
り
」（
目
次
は
「
昔
物
か
た
り
」
と

あ
る
が
本
文
の
表
記
に
従
っ
た
）

昔
物
が
た
り　
　
　
　
　

吉
田
廣
子

�

＊
一
部
を
引
用
。（　
　

）
内
に
要
旨
を
示
す
。

（
こ
の
世
が
開
け
始
ま
っ
た
頃
、
日
の
御
神
は
、
萬
の
神
た
ち
に
勝
れ
、
天

地
を
御
心
一
つ
に
治
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
雄
々
し
き
御
気
性
で
あ
る
が
、

と
て
も
風
流
を
好
ま
れ
た
。
下
界
を
御
覧
に
な
っ
て
、
大
変
さ
び
し
げ
な
の
で
、

空
を
と
ぶ
鳥
を
す
べ
て
呼
び
、
明
日
は
各
々
に
歌
の
一
手
を
教
え
る
の
で
残
ら

ず
集
ま
れ
と
告
げ
ら
れ
た
。）

形
さ
ゝ
や
か
に
お
か
し
げ
に
て
、
雲
雀
と
い
ふ
鳥
な
り
け
り
。
い
と
と

う
ま
ゐ
り
し
も
の
か
な
、
志
に
め
で
て
、
我
も
と
も
好
め
る
歌
を
教
へ
ん

と
て
、
い
み
じ
う
は
な
や
か
な
る
御
聲
に
、
春
の
歌
を
う
た
ひ
給
ふ
。
い

と
と
く
お
ぼ
え
に
け
れ
ば
、
御
気
色
う
る
は
し
く
て
、
此
歌
き
こ
え
ん
折

に
ぞ
、
天
地
も
の
ど
か
に
な
ら
ん
と
宣
は
す
。
あ
ま
り
の
う
れ
し
さ
に
心

も
空
に
な
り
て
、
八
重
立
つ
雲
を
上
り
つ
下
り
つ
く
り
か
へ
し
う
た
ふ
に
、

萬
の
鳥
ど
も
、
目
を
そ
ば
だ
て
ゝ
羨
み
合
ひ
つ
ゝ
、
我
先
に
と
ま
ゐ
り
つ

ど
ふ
。
神
う
み
給
ふ
さ
ま
も
な
く
、
一
つ
〳
〵
に
こ
と
な
れ
る
を
教
へ
給

へ
ば
、
皆
ほ
こ
り
か
に
う
た
ひ
か
は
し
て
、
家
路
に
急
ぐ
程
、
こ
よ
な
う

に
ぎ
は
ゝ
し
。

（
夜
に
な
っ
た
。
夜
の
女
神
は
、
悲
し
げ
に
泣
く
声
を
聞
き
、
近
寄
っ
て
御

覧
に
な
る
と
、
梢
の
茂
み
に
う
ご
め
く
鳥
が
い
る
。
訳
を
聞
け
ば
、
日
の
御
神

に
歌
を
教
わ
り
た
く
と
も
、
御
前
に
出
る
の
が
恥
か
し
く
、
躊
躇
う
う
ち
に
日
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が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
泣
い
て
い
る
の
だ
と
話
す
。）

あ
は
れ
と
き
こ
し
め
し
て
、
さ
ら
ば
わ
れ
い
と
よ
き
歌
を
教
へ
ん
、
日

の
御
神
な
り
と
も
よ
も
知
り
給
は
じ
、
と
ほ
の
か
に
歌
ひ
い
で
給
ふ
に
、

此
世
な
ら
ぬ
御
聲
、
い
ひ
し
ら
ず
あ
は
れ
な
り
。
く
り
か
へ
し
教
へ
給
ひ

て
、
さ
は
こ
れ
ま
で
な
り
、
別
れ
ん
よ
と
、
そ
よ
吹
く
風
に
白
き
御
衣
を

靡
か
せ
つ
ゝ
昇
ら
せ
給
ふ
。
あ
か
ず
う
ち
な
が
む
る
に
、
白
雲
あ
は
れ
に

た
な
び
き
て
、
あ
り
し
御
か
げ
も
見
え
ず
。
ま
た
い
つ
か
は
と
思
ふ
に
も

堪
へ
難
う
こ
ひ
し
く
て
、
か
の
御
か
た
み
の
歌
を
忍
び
や
か
に
う
た
へ
ば
、

我
な
が
ら
涙
も
落
し
つ
べ
く
悲
し
。
さ
れ
ば
時
移
り
世
変
り
て
後
も
、
猶

其
折
の
忘
れ
が
た
き
に
や
、
雲
雀
野
山
を
辞
し
て
、
百
鳥
聲
を
を
さ
む
る

頃
、
こ
れ
は
深
き
山
を
い
で
て
、
月
の
か
げ
に
う
た
ふ
と
ぞ
い
ひ
伝
ふ
る
。

ま
こ
と
に
や
あ
り
け
む
。

あ
た
か
も
、
信
綱
を
慕
っ
て
集
う
竹
柏
会
の
華
や
か
な
歌
会
を
思
わ
せ
る
。

「
う
み
給
ふ
さ
ま
も
な
く
、
一
つ
〳
〵
に
こ
と
な
れ
る
を
教
へ
給
」
う
日
の
神

の
ア
ポ
ロ
ン
が
信
綱
。
雲
雀
は
、
華
や
か
な
女
流
歌
人
達
。
月
の
か
げ
に
歌
う

の
は
、
廣
子
で
あ
ろ
う
か
。
無
口
で
写
真
嫌
い
の
廣
子
を
、
ク
チ
ナ
シ
夫
人
と

呼
ん
だ
の
は
室
生
犀
星
で
あ
る
。
夜
の
女
神
は
「
く
り
か
へ
し
教
へ
給
ひ
」
て
、

「
ま
た
い
つ
か
は
と
思
ふ
に
も
堪
へ
難
う
こ
ひ
し
く
て
」
月
の
か
げ
に
う
た
う

鳥
の
「
昔
物
が
た
り
」
で
あ
っ
た
。
短
歌
と
い
う
自
己
表
現
の
歓
び
を
知
り
、

尊
敬
す
る
師
や
先
輩
達
へ
の
憧
れ
と
情
熱
に
満
ち
、
さ
ら
に
、
日
の
下
で
は
な

く
月
の
か
げ
に
う
た
う
鳥
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も
歌
壇
の
中
で
孤
高
を
保
っ

た
廣
子
ら
し
い
姿
で
あ
る
。

信
綱
は
、『
明
治
大
正
昭
和
の
人
々
』（
6
）
の
中
で
、「
廣
子
さ
ん
の
歌
文

の
道
に
対
す
る
熱
心
、
従
つ
て
そ
の
進
境
は
め
ざ
ま
し
か
っ
た
。」「
当
時
の
橘

糸
重
さ
ん
や
大
塚
楠
緒
子
さ
ん
に
続
く
年
配
で
、
同
じ
く
そ
の
才
と
人
の
す
ぐ

れ
て
ゐ
る
の
を
認
め
て
ゐ
た
自
分
は
、
あ
る
日
永
田
町
の
吉
田
家
を
訪
う
た
」

と
記
し
、
才
能
が
伸
び
る
よ
う
、
理
解
あ
る
人
と
の
結
婚
を
と
話
し
た
と
い
う
。

第
六
号
目
次
に
は
、
信
綱
の
父
、
弘
綱
の
「
後
撰
集
遠
鏡
（
一
）」「
梨
の
か

た
枝
抄
（
下
）」
の
次
に
、
税
所
敦
子
の
「
心
つ
く
し
（
上
）」、
ひ
と
つ
空
け

て
、
吉
田
廣
子
「
昔
物
か
た
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
若
干
、
十
九
歳
の
時
の
初

め
て
の
投
稿
で
あ
る
「
昔
物
が
た
り
」
は
、
期
待
と
注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
廣
子
は
後
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
の
翻
訳
に
取
り
組
む
よ
う
に

な
り
、
森
鷗
外
・
菊
池
寛
ら
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
る
。
随
筆
や
童
話
も
多
く

書
く
。
随
筆
は
晩
年
、『
燈
火
節
』
に
ま
と
め
ら
れ
、
昭
和
三
十
年
七
月
、
第

三
回
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
賞
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

『
い
さ
ゝ
川
』
第
七
号
（
最
終
刊
）

明
治
三
十
一
年
一
月
十
一
日
発
行

百
人
一
首
、
古
典
和
歌
集
の
研
究
な
ど
、
古
典
特
集
と
な
る
。

巻
頭
歌　

さ
く
花
の
か
げ
を
や
ど
し
て
い
さ
ゝ
川
な
ほ
も
千
里
に
な
が
れ

ゆ
か
ま
し
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最
終
号
で
あ
る
。
信
綱
は
巻
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
か
つ
二
月
よ
り

は
、
心
の
花
と
名
を
あ
ら
た
め
、
わ
が
竹
柏
園
の
社
友
な
る
石
榑
千
亦
井
原
義

矩
の
二
君
、
も
は
ら
編
輯
の
任
に
あ
た
り
、
毎
月
十
一
日
に
発
行
す
べ
け
れ
ば
、

打
ち
つ
づ
き
愛
読
あ
ら
む
事
を
請
ふ
に
な
む
」
と
し
て
、「
さ
く
花
の
」
の
歌

を
掲
げ
る
。
第
二
号
の
奥
付
記
載
の
歌
〈
ゆ
き
〳
〵
て
海
と
は
な
ら
む
い
さ
ゝ

川
人
に
し
ら
れ
ぬ
な
が
れ
な
れ
ど
も
〉（
54
頁
）
と
呼
応
さ
せ
、
意
気
込
み
が

更
に
高
ま
っ
て
い
る
。
先
ず
、『
心
の
花
』
の
三
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
文
章

課
題
と
和
歌
課
題
を
示
し
て
い
る
。
文
章
課
題
が
加
わ
っ
た
の
は
、『
い
さ
ゝ

川
』
に
多
く
の
散
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
実
績
か
ら
の
自
負
で
あ
っ
た
ろ
う
。

第
一
号
は
三
十
頁
余
り
だ
っ
た
歌
誌
は
、
第
七
号
で
は
百
頁
を
超
え
て
い
た
。

『
心
の
花
』
は
文
芸
総
合
誌
と
し
て
の
新
た
な
門
出
と
な
っ
た
。

三
、
歌
誌
『
心
の
花
』
に
お
け
る
初
期
歌
風
の
形
成

『
心
の
花
』
の
歌

『
心
の
花
』（
創
刊
よ
り
明
治
三
十
七
年
第
七
巻
ま
で
『
こ
こ
ろ
の
華
』）
竹

柏
会
出
版
部
発
行
。
佐
佐
木
信
綱
が
主
宰
し
た
短
歌
雑
誌
。『
い
さ
ゝ
川
』
を

引
き
継
い
だ
。

明
治
三
十
一
年
二
月
か
ら
四
十
一
年
七
月
ま
で
の
、『
心
の
花
』
に
掲
載
さ

れ
た
片
山
廣
子
の
短
歌
を
見
て
み
よ
う
。『
い
さ
ゝ
川
』
に
引
き
続
き
、
こ
こ

ま
で
の
短
歌
を
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
に
載
せ
て
い
な
い
。
初
め
に
、
こ
の
間
の

『
心
の
花
』
へ
の
短
歌
出
詠
月
と
、
随
筆
・
詩
・
翻
訳
の
年
間
掲
載
数
を
纏
め

る
と
と
で
、
見
え
て
く
る
点
を
次
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

短
歌�

随
筆
・
詩
・
翻
訳

明
治
三
十
一
年
―
二
月
、
四
月
、
七
月
、
九
月�

―
随
筆
十
二
篇

　
　

三
十
二
年
―�

―
随
筆
三
篇

　
　

三
十
三
年
―
（
こ
の
年
か
ら
片
山
廣
子
の
名
）

�

―
新
体
詩
四
篇
、
随
筆
二
篇

　
　

三
十
四
年
―
二
月
（「
竹
柏
園
集
」
第
一
編
）

�

―
翻
訳
二
篇
、
随
筆
五
篇
、「
竹
柏
園
集
」
随
筆
十
一
篇

　
　

三
十
五
年
―
五
月
（「
竹
柏
園
集
」
第
二
編
）

�

―
随
筆
一
篇
、「
竹
柏
園
集
」
随
筆
六
篇

　
　

三
十
六
年
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

三
十
七
年
―
五
月
、
七
月
、
九
月�

―
随
筆
四
篇

　
　

三
十
八
年
―
一
月
、
三
月
、
七
月

　
　

三
十
九
年
―
一
月
、
四
月
、
五
月
、
六
月
（「
あ
け
ぼ
の
」）

　
　
　
　
　
　
　

九
月
、
十
一
月
、
十
一
月
（「
玉
川
集
」）

�

―
「
あ
け
ぼ
の
」
詩
四
篇
、
随
筆
二
篇
、
詩
二
篇

　
　

四
十
年
―
一
月
、
三
月
、
六
月�

―
随
筆
一
篇

　
　

四
十
一
年
―
一
月
、
四
月
（「
玉
琴
」）、
七
月

短
歌
を
毎
月
は
出
詠
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
空
白
の
年
も
あ
る
。

一
方
で
、
散
文
は
熱
心
に
投
稿
し
、
明
治
三
十
一
年
に
は
天
位
を
二
回
受
賞
し

て
い
る
。
短
歌
か
ら
幾
つ
か
を
引
用
し
よ
う
。



─ 12 ─

明
治
三
十
一
年
二
月
（
雪
中
鶯
）『
心
の
花
』（
第
一
巻
第
一
号
）

春
た
て
と
な
ほ
ふ
る
雪
の
さ
む
け
れ
は
花
ま
ち
か
ほ
に
う
く
ひ
す
の
鳴
く

『
心
の
花
』
廣
子
初
め
て
の
掲
載
歌
。
題
詠
と
し
て
は
堅
実
な
詠
い
ぶ
り
で

あ
る
。
時
代
は
ま
だ
古
い
ま
ま
だ
が
、
い
つ
の
日
か
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る

日
も
来
る
の
で
は
な
い
か
と
、「
花
ま
ち
か
ほ
」
に
歌
う
よ
う
に
読
め
る
。

明
治
三
十
四
年
二
月
「
つ
ゆ
く
さ
」『
竹
柏
園
集
第
一
編
』　

博
文
館
発
行
。

佐
佐
木
信
綱
選
。『
こ
こ
ろ
の
華
』
の
発
表
短
歌
と
書
き
下
ろ
し
。
全
歌
数
八

三
九
首
。
廣
子
は
短
歌
一
篇
十
二
首
、
随
筆
十
一
篇
を
掲
載
。

い
か
に
せ
ん
夫
が
羽
織
の
ほ
こ
ろ
び
の
め
に
は
入
れ
ど
も
ぬ
ふ
由
の
な
き

お
な
じ
く
は
耳
な
き
人
に
告
げ
ん
よ
り
石
を
あ
つ
め
て
わ
れ
か
た
ら
ば
や

お
さ
へ
て
も
そ
ゞ
ろ
に
う
ご
く
心
か
な
岩
に
も
あ
ら
ず
木
に
も
あ
ら
ぬ
身

は
廣
子
は
明
治
三
十
二
年
の
二
十
一
歳
の
時
に
、
大
蔵
省
に
勤
務
し
後
に
日
本

銀
行
調
査
役
と
な
る
片
山
貞
次
郎
と
結
婚
し
た
。
翌
年
に
長
男
の
達
吉
が
誕
生
。

森
鷗
外
や
、
後
に
は
夏
目
漱
石
が
暮
ら
し
た
、
駒
込
千
駄
木
町
の
通
称
「
猫
の

家
」
に
住
ん
だ
。
夫
の
弟
妹
の
面
倒
を
見
る
立
場
で
あ
り
、
嫁
と
し
て
日
々
の

生
活
に
追
わ
れ
る
苦
労
が
あ
っ
た
と
い
う
。
採
り
上
げ
た
歌
は
、
人
の
世
に
生

き
る
懊
悩
を
詠
む
「
わ
れ
」
の
歌
で
あ
る
。「
耳
な
き
人
に
告
げ
ん
よ
り
石
」

に
語
ろ
う
と
は
、
周
囲
に
理
解
者
の
い
な
い
孤
独
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
、「
岩

に
も
あ
ら
ず
木
に
も
あ
ら
ぬ
身
は
」
燃
え
上
が
っ
て
く
る
情
熱
を
抑
え
る
こ
と

が
出
来
な
い
と
嘆
く
。
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
の
歌
と
は
変
化
し
て
い
る
。

人
の
手
に
と
ら
ん
と
す
れ
ば
消
に
け
り
神
の
め
で
ま
す
つ
ゆ
の
し
ら
た
ま

風
あ
ら
く
星
の
光
す
ご
し
か
ゝ
る
夜
に
い
か
な
る
つ
み
を
た
れ
犯
す
ら
む

廣
子
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
が
、
東
洋
英
和
で
学
び
聖
書
を
読
み
、
キ

リ
ス
ト
教
の
影
響
は
大
き
く
受
け
て
い
る
。
神
や
星
や
罪
を
よ
く
題
材
に
し
、

与
謝
野
晶
子
ら
の
浪
漫
派
も
、
多
く
詠
ん
だ
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。「
神
の

め
で
ま
す
つ
ゆ
の
し
ら
た
ま
」
が
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
捕
ま

え
て
お
か
な
い
と
、
浮
か
ん
で
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
歌
の
言
葉
と
も
と
れ

る
。
晶
子
は
〈
人
の
子
に
か
せ
し
は
罪
か
わ
が
か
ひ
な
白
き
は
神
に
な
ど
ゆ
づ

る
べ
き
〉
な
ど
、『
み
だ
れ
髪
』
に
、
明
治
三
十
四
年
六
月
ま
で
の
歌
を
収
録

し
、
三
九
九
首
中
三
十
九
首
に
「
神
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
同
じ
歳
の
廣
子
は

晶
子
の
歌
を
意
識
し
て
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
自
分
は
独
自
の
歌
を
詠

も
う
と
い
う
自
意
識
も
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
野
に
住
み
て
』（
月
曜
社
）
の
解
説
（
7
）
に
、「
片
山
廣
子
の
「
境
地
」」

と
し
て
佐
佐
木
幸
綱
は
、

彼
女
の
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
は
、
近
代
短
歌
史
の
な
か
で
き
わ
だ
っ
た

特
色
を
も
っ
て
い
る
。
哲
学
的
な
主
題
を
正
面
か
ら
う
た
っ
た
女
流
歌
人

は
、
こ
の
歌
集
以
前
に
ほ
か
に
は
い
な
い
。
與
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
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が
早
く
、
社
会
的
な
面
で
の
日
本
女
性
の
新
し
い
青
春
を
表
現
し
た
。

『
み
だ
れ
髪
』
が
社
会
的
な
ら
、『
翡
翠
』
は
女
性
の
内
面
的
な
世
界
を
表

現
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
『
翡
翠
』
の
短
歌
史
的
位
置
づ
け
を
ふ
く
め
て
、

廣
子
の
評
価
は
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。

と
述
べ
、
廣
子
の
独
自
性
は
、「
女
性
の
内
面
的
な
世
界
」
を
表
現
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
す
る
。
廣
子
自
身
、『
翡
翠
』
は
「
覚
め
ん
と
し
て
覚
め
得
ざ
る

心
の
姿
、
真
面
目
な
る
女
の
内
的
生
活
の
記
録
の
一
片
」
で
あ
る
こ
と
を
、
信

綱
に
語
っ
て
い
る
。
内
面
的
世
界
と
し
て
の
「
わ
れ
」
を
詠
う
こ
と
が
、
廣
子

に
と
っ
て
清
新
な
独
自
の
歌
の
世
界
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

明
治
三
十
七
年
九
月
「
声
な
き
星
」『
心
の
花
』（
第
八
巻
第
九
号
）

わ
か
草
の
若
か
り
し
世
の
物
思
ひ
い
づ
れ
ば
胸
も
ゆ
る
か
な

『
竹
柏
園
集
第
一
編
』
に
歌
を
収
録
し
た
後
、
翌
年
の
三
十
五
年
五
月
、『
竹

柏
園
集
第
二
編
』
に
「
無
題
」
五
首
を
出
詠
、
次
の
年
は
作
品
が
な
い
。
三
十

七
年
か
ら
は
、
再
び
出
詠
し
て
い
る
。
一
方
で
、
散
文
は
三
十
一
年
は
『
心
の

花
』
創
刊
以
来
毎
月
投
稿
、
入
選
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
三
十
四
年
二
月
、

ミ
ラ
ー
「
自
然
の
美
」
の
翻
訳
が
載
り
、
こ
の
年
は
多
く
の
随
筆
を
書
く
。
三

十
六
年
は
作
品
が
な
い
。

明
治
三
十
五
年
、
夫
の
貞
次
郎
が
病
気
療
養
と
な
り
、
三
十
六
年
か
ら
三
十

七
年
に
か
け
て
三
年
、
鎌
倉
（
長
谷
）
で
の
転
地
療
養
が
続
い
た
。
そ
の
間
、

流
産
を
し
、
夫
の
弟
の
精
一
（
一
高
生
）
が
死
去
し
た
。
女
性
と
し
て
生
ま
れ

た
が
ゆ
え
の
煩
悶
が
続
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
当
時
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
眞
有
澄
香
『
孝

子
・
毒
婦
・
烈
女
の
力
―
近
代
日
本
の
女
子
教
育
』（
8
）
に
拠
る
と
、「
教
育

令
」（
明
治
十
二
年
）
以
来
、
男
子
の
教
育
制
度
は
確
立
さ
れ
て
い
く
。
し
か

し
、
明
治
三
十
二
年
の
「
高
等
女
学
校
令
」
発
令
ま
で
、
女
子
教
育
は
具
体
的

に
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
男
女
別
学
と
、「
教
育
令
」
第
三
条
で
、「
女

子
ノ
為
ニ
ハ
裁
縫
等
ノ
科
ヲ
設
ク
ヘ
シ
」
と
あ
る
だ
け
で
、「「
教
育
令
」
か
ら

「
高
等
女
学
校
令
」
ま
で
の
二
〇
年
間
は
、
い
わ
ば
女
子
教
育
制
度
の
空
白
期

で
あ
り
、
無
統
制
に
よ
る
自
由
で
創
造
的
な
女
子
教
育
の
発
展
期
と
も
な
っ

た
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
廣
子
が
十
歳
か
ら
十
七
歳
ま
で
寮
生
活
を
送
り

な
が
ら
学
ん
だ
、
東
洋
英
和
女
学
校
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
系
女
学
校
の
進
出
は
、

「
明
治
維
新
に
よ
っ
て
身
分
制
度
か
ら
解
き
放
た
れ
た
庶
民
た
ち
の
自
由
や
平

等
獲
得
へ
の
強
い
意
欲
の
表
れ
を
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」
と
述
べ

て
あ
る
。

〈
わ
か
草
の
若
か
り
し
世
の
物
思
ひ
い
づ
れ
ば
胸
も
ゆ
る
か
な
〉
は
、
夫
の

病
が
快
復
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
頃
で
あ
ろ
う
か
。
翌
年
の
四
月
か
ら
は
日
本
銀

行
調
査
役
と
し
て
勤
務
す
る
ま
で
に
な
る
。
よ
う
や
く
平
穏
な
生
活
が
始
ま
り
、

東
洋
英
和
で
学
ん
だ
若
き
頃
の
「
胸
も
ゆ
る
」
思
い
が
、
再
び
心
を
燃
や
す
の

で
あ
る
。
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『
あ
け
ぼ
の
』
の
歌

『
あ
け
ぼ
の
』
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
六
月
、
修
文
館
発
行
。
佐
佐

木
信
綱
選
、
竹
柏
会
の
合
同
歌
集
。
川
田
順
、
石
榑
千
亦
等
十
二
名
、
全
歌
数

七
〇
九
首
。
片
山
廣
子
の
短
歌
「
朝
月
夜
」
一
〇
〇
首
掲
載
の
中
よ
り
抄
出
す

る
。

末
知
ら
ぬ
野
み
ち
山
み
ち
い
づ
れ
に
か
神
の
め
す
ら
む
方
に
行
か
ば
や

う
ち
眠
る
わ
が
子
の
寝
顔
な
が
め
つ
ゝ
命
を
惜
し
と
思
ひ
そ
め
ぬ
る

幼
子
の
人
と
な
る
ま
で
願
は
く
は
此
子
の
親
に
い
の
ち
あ
ら
せ
よ

わ
が
せ
こ
が
や
ま
ひ
を
得
つ
る
牛
込
の
矢
来
の
里
は
う
き
と
こ
ろ
か
も

み
と
せ
我
か
り
住
居
せ
し
長
谷
寺
の
み
山
の
か
げ
の
草
の
家
お
も
ふ

初
め
の
二
首
は
『
心
の
花
』
明
治
三
十
七
年
五
月
、「
野
み
ち
山
み
ち
」
七

首
の
中
に
あ
り
、「
読
売
新
聞
」
五
月
八
日
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
自
分
の

意
志
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
病
の
夫
を
介
護
す
る
生
活
に
、
先
は
見
え
な

い
け
れ
ど
最
善
を
尽
く
す
し
か
な
い
と
い
う
、
廣
子
の
真
摯
な
姿
が
感
じ
ら
れ

る
。
長
男
の
達
吉
は
ま
だ
あ
ど
け
な
い
四
歳
児
。
そ
の
寝
顔
に
、
母
親
と
し
て

「
命
を
惜
し
」
と
思
い
初
め
た
と
い
う
。「
惜
し
」
は
「
愛
し
」
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
子
が
一
人
前
に
な
る
ま
で
は
、「
此
の
子
の
親
に
い
の
ち
あ
ら
せ
よ
」
と

祈
る
。
恵
ま
れ
た
環
境
で
西
洋
的
な
自
由
な
教
育
を
受
け
て
き
た
廣
子
だ
が
、

今
は
自
分
の
こ
と
は
考
え
ま
い
、
ひ
た
す
ら
に
目
の
前
の
「
い
の
ち
」
を
守
ろ

う
と
す
る
日
々
で
あ
っ
た
。

三
十
九
年
五
月
の
『
心
の
花
』
で
は
、「
矢
来
の
里
は
う
き
と
こ
ろ
」
と
言

い
、「
長
谷
寺
」
の
山
か
げ
の
陰
気
だ
っ
た
「
草
の
家
」
を
回
想
で
き
る
ま
で

に
落
ち
着
い
た
生
活
と
な
っ
た
の
だ
。

あ
や
し
く
も
こ
ひ
し
か
り
け
り
さ
き
の
世
は
神
の
ゆ
る
し
ゝ
い
も
せ
な
り

け
む

忘
れ
む
と
思
ふ
に
消
ゆ
る
思
ひ
か
は
い
き
の
限
は
君
を
お
も
は
む

の
ち
の
世
は
蝶
と
も
な
ら
む
塵
と
も
あ
れ
物
お
も
ふ
人
と
又
は
う
ま
れ
じ

わ
が
む
ね
の
奥
に
小
さ
き
宮
た
て
ゝ
君
を
神
と
し
ひ
そ
か
に
ま
つ
る

『
あ
け
ぼ
の
』
に
は
、
情
熱
の
迸
る
恋
歌
も
含
ま
れ
る
。
先
の
合
同
歌
集

『
竹
柏
園
集
第
一
編
』
に
詠
ん
だ
「
お
さ
へ
て
も
そ
ゞ
ろ
に
う
ご
く
心
」
が
、

恋
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
が
三
十
七
年
五
月
『
心
の
花
』
の
「
あ
や
し
く
も
」

「
忘
れ
む
と
」
の
歌
。
翌
月
号
に
「
の
ち
の
世
は
」
と
と
も
に
、「
わ
か
草
の
若

か
り
し
世
の
物
思
ひ
い
づ
れ
ば
胸
も
ゆ
る
か
な
」
を
発
表
し
て
い
る
。「
胸
も

ゆ
る
」
思
い
を
、
三
十
九
年
五
月
『
心
の
花
』
で
は
、「
君
を
神
と
し
ひ
そ
か

に
ま
つ
る
」
と
、
自
ら
収
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

世
に
ふ
れ
ど
あ
る
か
ひ
も
な
し
人
の
親
の
女
を
生
む
は
罪
に
あ
ら
ず
や

髪
た
ち
て
男
さ
び
し
て
酒
の
み
て
わ
が
お
も
ふ
事
い
は
む
と
ぞ
思
ふ

女
な
が
ら
も
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
何
事
か
を
為
そ
う
と
の
望
み
を
持
つ
廣

子
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
廣
子
に
時
代
の
方
が
追
い
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。「
あ
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る
か
ひ
も
な
し
」「
女
を
生
む
は
罪
」
と
ま
で
言
い
、「
髪
た
ち
て
男
さ
び
し
て

酒
の
み
」「
お
も
ふ
事
」
を
言
え
た
ら
ど
ん
な
に
よ
か
ろ
う
と
諧
謔
を
弄
す
る
。

三
十
九
年
二
月
、
大
森
新
井
宿
に
転
居
す
る
。『
あ
け
ぼ
の
』
に
百
首
も
の

歌
が
載
っ
た
の
は
、
信
綱
の
、『
心
の
花
』
を
代
表
す
る
歌
人
と
し
て
の
期
待

と
共
に
、
廣
子
の
若
き
頃
か
ら
の
「
胸
も
ゆ
る
」
思
い
が
、
生
活
の
苦
労
を
越

え
、
人
間
味
と
し
て
作
品
に
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『

心
の
花
』
八
月
号
に
、「『
あ
け
ぼ
の
』
を
読
む
」（
松
本
信
夫
）
が
掲
載
さ

れ
る
。「
片
山
女
史
の
歌
は
調
想
と
相
叶
つ
た
渾
然
た
る
美
し
き
芸
術
品
で
あ

る
。」
と
あ
る
。『
心
の
花
』
で
は
、「
歌
集
あ
け
ぼ
の
に
つ
き
て
」（
一
）
を
八

月
号
（（
第
十
巻
第
八
号
八
月
一
日
発
行
）
に
、（
二
）
を
九
月
号
（
第
十
巻
第

九
号
九
月
一
日
発
行
）
に
載
せ
、
新
聞
・
雑
誌
の
『
あ
け
ぼ
の
』
の
歌
集
評
を

紹
介
し
て
い
る
。（
二
）
の
『
あ
け
ぼ
の
』
と
廣
子
に
関
し
た
歌
評
に
注
目
し

た
い
。
現
物
確
認
で
き
る
も
の
は
記
載
（
＊
印
）
し
、
他
は
転
載
し
た
。

『
国
民
新
聞
』「
竹
柏
園
社
中
の
俊
才
が
物
し
た
短
歌
、
新
体
詩
の
優
を

抜
き
秀
を
蒐
め
た
る
も
の
に
し
て
選
者
は
現
今
歌
界
に
其
の
人
あ
り
と
知

ら
れ
た
る
佐
々
木
信
綱
氏
な
り
歌
は
穏
健
に
し
て
句
調
古
な
ら
ず
新
な
ら

ず
自
ら
一
種
の
流
派
を
為
せ
り
当
今
歌
調
殊
更
に
古
撲
な
ら
ん
と
し
て
却

て
魔
道
に
堕
つ
る
も
の
少
か
ら
ず
此
の
集
の
如
き
は
此
の
堕
落
者
を
救
う

に
足
ら
ん
か
」

『
帝
国
文
学
』「
片
山
廣
子
女
史
の
「
朝
月
夜
」
橘
糸
重
女
子
の
「
に
げ

ゆ
く
か
げ
」
な
ど
、
夫
々
に
お
も
し
ろ
く
」
＊
帝
国
文
学
会　

明
治
三
十

九
年
八
月　

1
0
4
頁

『
明
星
』「
巾
幗
の
作
家
に
は
却
て
男
性
の
諸
氏
よ
り
勝
れ
た
る
も
の
あ

り
。
片
山
廣
子
氏
に
二
十
二
首
。
わ
が
世
い
か
で
末
お
だ
や
か
に
楽
し
か

れ
夕
日
の
空
に
と
ぶ
鳥
の
ご
と
」「
取
り
出
で
て
新
し
き
所
を
見
え
ね
ど
、

そ
の
感
情
を
詩
調
も
、
確
に
一
歩
歌
の
境
地
に
入
れ
り
。（
與
謝
野
氏
）」

＊
新
詩
社　

明
治
三
十
九
年
八
月　

80
・
81
頁

『
国
民
新
聞
』
の
「
殊
更
に
古
撲
な
ら
ん
と
し
て
却
て
魔
道
に
堕
つ
る
も
の

少
か
ら
ず
」
は
、『
明
星
』
等
の
新
派
和
歌
や
自
然
主
義
の
風
潮
を
暗
に
指
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
廣
子
は
自
ら
の
内
面
世
界
を
、「
狂
熱
と
理
智
の
濃
き

陰
影
」（『
翡
翠
』）
で
あ
る
と
言
っ
た
。「
狂
熱
」
の
面
で
は
や
や
露
骨
と
な
り
、

「
あ
や
し
く
も
」「
忘
れ
む
と
」
の
情
熱
の
迸
る
恋
歌
と
な
る
。
こ
れ
が
却
っ
て

古
め
か
し
く
、
清
新
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
一
方
、
病
の
夫
を
介
護
し
子
を
思

う
生
活
の
中
で
詠
ま
れ
た
「
う
ち
眠
る
」「
幼
子
の
」
の
歌
は
抑
制
が
効
き
、

「
そ
の
感
情
を
詩
調
も
、
確
に
一
歩
歌
の
境
地
に
入
れ
り
」（『
明
星
』）
の
評
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
易
な
言
葉
で
、
共
感
で
き
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。「
理

智
」
が
影
を
落
と
す
の
が
「
世
に
ふ
れ
ど
」「
髪
た
ち
て
」
の
歌
。
晶
子
に

〈
か
か
る
時
を
の
こ
な
り
せ
ば
慰
む
る
わ
ざ
の
一
つ
に
雄
詰
を
せ
ん
〉〈
わ
が
歌

の
か
た
は
し
を
だ
に
か
の
長
者
そ
の
宰
相
は
知
ら
ず
や
あ
る
ら
ん
〉（「
灰
色
の

日
」『
新
聲
』
第
二
十
巻
第
十
号
）（
9
）
の
明
治
四
十
二
年
十
一
月
の
歌
が
あ

る
が
、
廣
子
が
晶
子
に
先
ん
じ
て
こ
の
よ
う
な
シ
ニ
カ
ル
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
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こ
と
が
新
し
く
面
白
い
。

「
玉
琴
」
の
歌

『
玉
琴
』
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
年
四
月
、
春
陽
堂
発
行
。
佐
佐
木

信
綱
選
、
竹
柏
会
の
第
二
合
同
歌
集
。
同
人
十
四
名
、
全
歌
数
七
九
三
首
。
片

山
廣
子
の
短
歌
「
き
み
」
一
〇
〇
首
掲
載
の
中
か
ら
抄
出
す
る
。

人
見
れ
ば
お
も
て
ぞ
あ
か
む
よ
べ
の
夢
に
君
を
し
こ
ふ
と
泣
き
て
つ
げ
し

を心
あ
り
と
き
く
な
思
ふ
な
世
の
中
は
鸚
鵡
語
り
て
小
猿
も
舞
ふ
よ

お
も
ね
ら
ず
は
ゞ
か
ら
ず
し
て
世
に
立
た
む
父
の
心
は
わ
が
命
ぞ
も

波
け
ぶ
る
鮫
津
の
里
の
村
雨
に
肩
ぬ
ら
し
行
く
わ
か
き
ご
ぜ
か
な

明
治
三
十
九
年
九
月
か
ら
四
十
一
年
一
月
の
『
心
の
花
』
の
中
か
ら
、『
玉

琴
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
き
み
」
の
題
を
持
ち
、
囚
わ
れ
る
思
い
の
一
つ

は
、「
人
見
れ
ば
」
の
歌
の
よ
う
に
恋
で
あ
る
。
人
妻
の
廣
子
が
、
歌
で
大
胆

な
告
白
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
「
恋
」
の
題
詠
の
よ
う
に
詠

ん
で
い
た
ら
し
い
。
知
人
に
、「
短
歌
で
は
何
で
も
表
現
で
き
る
か
ら
」
と
言

っ
た
と
い
う
。
創
作
で
は
な
い
に
し
て
も
、
思
い
を
高
め
る
こ
と
で
日
常
を
離

れ
、
歌
よ
み
と
し
て
の
自
分
を
鼓
舞
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
鸚
鵡
語
り
て
小
猿
も
舞
ふ
よ
」
に
は
、
世
の
中
か
ら
の
疎
外
感
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
る
。
竹
柏
会
の
人
々
、
師
の
信
綱
、
歌
壇
へ
も
近
づ
か
な
か
っ
た
と
い

う
。「
鸚
鵡
」
は
言
葉
を
繰
り
返
し
、
へ
つ
ら
う
人
間
の
譬
え
で
あ
り
、「
猿
」

は
悪
賢
い
お
調
子
者
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
。
冷
静
に
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い

る
。明

治
三
十
八
年
五
月
、
父
吉
田
二
郎
が
六
十
四
歳
で
死
去
。「
お
も
ね
ら
ず

は
ゞ
か
ら
ず
し
て
世
に
立
」
っ
た
父
を
廣
子
は
心
か
ら
尊
敬
し
、「
父
の
心
」

を
引
き
継
ご
う
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
を
務
め
、
外
交
官
と
し
て
多
忙
だ

っ
た
父
の
晩
年
の
様
子
を
、〈
世
を
捨
て
つ
世
に
忘
ら
れ
し
父
君
の
御
墓
か
ざ

ら
ん
白
百
合
の
花
〉『
あ
け
ぼ
の
』
と
詠
う
。
廣
子
に
は
、
生
来
抱
え
て
い
る

虚
無
感
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
波
け
ぶ
る
鮫
津
の
里
の
村
雨
に
肩
ぬ
ら
し
行
く
わ
か
き
ご
ぜ
か
な
〉
の
歌
は
、

川
田
順
が
『
短
歌
研
究
』（
昭
和
三
十
二
年
五
月
）（
10
）
に
「
理
知
と
狂
熱　

片
山
廣
子
さ
ん
の
こ
と
」
と
題
し
て
書
い
て
い
る
。「
歌
壇
の
い
や
な
と
こ
ろ
、

文
壇
の
い
や
な
と
こ
ろ
を
知
り
ぬ
い
て
遠
ざ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
も

〈
か
も
し
れ
ぬ
〉
で
本
当
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
佐
佐
木
先
生
へ
も
近
寄
ら

な
か
つ
た
。
そ
れ
も
な
ぜ
だ
か
判
明
し
な
い
。
ど
う
も
底
の
知
れ
ぬ
婦
人
で
あ

つ
た
。」
更
に
、「
波
け
ぶ
る
鮫
津
の
里
の
む
ら
さ
め
に
肩
ぬ
ら
し
ゆ
く
若
き
瞽

女
か
な
」
の
廣
子
の
歌
を
褒
め
る
と
、「
人
間
は
結
局
こ
の
瞽
女
の
や
う
な
も

の
で
す
」
と
応
え
た
と
い
う
。
廣
子
の
冷
静
な
姿
が
見
え
て
く
る
。

と
も
す
れ
ば
狂
ひ
や
す
し
よ
我
心
母
と
呼
ば
る
ゝ
身
に
ふ
さ
は
ず
も

か
き
い
だ
く
我
が
児
の
い
き
に
温
ま
り
生
き
か
へ
り
ぬ
る
わ
が
心
か
な

老
い
に
け
り
何
の
楽
し
び
二
人
た
ゞ
此
子
の
親
と
い
ふ
の
み
に
し
て

朝
風
に
幼
な
友
ど
ち
た
き
火
し
て
病
み
て
来
ぬ
子
の
噂
す
る
か
な
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竹
や
ぶ
の
竹
の
葉
さ
や
ぐ
音
も
な
く
う
ぐ
ひ
す
眠
る
お
ぼ
ろ
夜
の
月

前
の
三
首
は
子
供
を
詠
む
。
明
治
四
十
年
八
月
、
二
十
九
歳
と
な
っ
た
廣
子

は
、
長
女
総
子
を
出
産
し
た
。
夫
の
病
気
の
看
病
の
た
め
、
三
年
ほ
ど
を
鎌
倉

の
転
地
療
養
の
た
め
に
過
ご
し
、
そ
の
間
に
流
産
を
経
験
し
た
。
七
年
を
経
て

新
た
な
命
の
誕
生
は
ど
ん
な
に
か
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

「
我
が
児
の
い
き
」
の
命
の
息
吹
に
母
親
と
し
て
の
充
実
感
を
覚
え
つ
つ
、
母

と
呼
ば
れ
「
此
子
の
親
と
い
ふ
の
み
」
の
人
生
か
と
、
自
己
実
現
に
ほ
ど
遠
い

日
々
に
焦
り
が
募
っ
て
ゆ
く
。

後
の
二
首
の
「
病
み
て
来
ぬ
子
の
噂
す
る
か
な
」「
う
ぐ
ひ
す
眠
る
お
ぼ
ろ

夜
の
月
」
に
は
、
物
語
性
と
い
う
共
通
項
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
廣
子
は
恋
や
夢

や
愛
憎
の
「
わ
れ
」
の
思
い
を
、
露
骨
に
表
現
す
る
こ
と
を
控
え
て
ゆ
き
、
空

想
的
な
創
作
の
ベ
ー
ル
に
包
み
込
む
よ
う
な
表
現
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
何
故
そ

う
し
た
の
か
。
一
つ
に
は
、『
い
さ
ゝ
川
』
第
六
号
（
明
治
三
十
年
六
月
二
十

八
日
発
行
）
に
吉
田
廣
子
の
名
で
書
い
た
「
昔
物
が
た
り
」
の
月
か
げ
に
う
た

う
鳥
が
廣
子
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
。
日
の
神
に
憧
れ
な
が
ら
も
、
他
を
押
し
の

け
て
ま
で
出
て
行
こ
う
と
は
し
な
い
性
分
で
あ
る
。
二
つ
め
に
、
夫
の
片
山
貞

次
郎
が
先
に
大
蔵
省
に
勤
務
し
、
そ
の
後
は
日
本
銀
行
調
査
役
と
な
る
立
場
で

あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
短
歌
は
「
わ
れ
」
を
詠
む

一
人
称
の
文
芸
で
あ
る
。
題
詠
の
旧
派
和
歌
の
時
代
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
が
廣
子
の
新
し
い
歌
の
衣
と
し
て
、
四
十
二
年
一
月
号

『
心
の
花
』
の
歌
か
ら
、
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
に
掲
載
さ
れ
る
歌
と
な
っ
て
ゆ

く
。『

心
の
花
』
明
治
四
十
一
年
五
月
号
（
第
十
二
巻
第
五
号
）
で
は
、「
歌
集
玉

琴
批
評
集
」
と
し
て
、
新
聞
・
雑
誌
の
『
玉
琴
』
の
歌
集
評
を
紹
介
し
て
い
る
。

『
東
京
朝
日
新
聞
』
四
月
二
十
五
日
掲
載
の
『
玉
琴
』
評
。「
片
山
女
史

の
佳
調
多
き
は
集
中
異
彩
を
放
て
り　

君
が
涙
拭
ひ
ま
つ
り
て
人
の
世
に

生
れ
し
栄
を
悟
り
ぬ
る
か
な
／
砕
け
散
る
磯
の
白
波
い
さ
ぎ
よ
や
力
籠
れ

る
短
か
き
命
／
疑
は
ぬ
人
の
心
に
報
ゆ
べ
く
捨
て
ば
や
胸
の
奥
の
か
く
れ

が
／
二
面
世
の
偽
に
馴
れ
ぬ
れ
ど
吾
子
に
は
恥
づ
る
折
も
こ
そ
あ
れ
／
等

冒
頭
よ
り
悉
く
真
に
女
性
の
心
の
叫
び
な
ら
ざ
る
な
し
或
は
技
工
に
乏
し

い
と
い
は
ん
吾
人
は
其
偽
な
き
を
尊
ぶ

「
朝
塲
重
三
氏
の
書
状
」（
四
月
二
十
四
日
）「
片
山
女
史
の
〈
か
き
い

た
く
我
が
兒
の
い
き
に
あ
た
ゝ
ま
り
生
き
か
へ
り
ぬ
る
我
心
か
な
〉
は
い

ひ
し
ら
ぬ
情
味
あ
り
又
〈
御
僧
等
ひ
ろ
ら
の
庫
裏
に
夕
げ
し
ぬ
蜩
な
き
て

山
く
る
ゝ
時
〉
は
さ
き
の
『
あ
け
ぼ
の
』
の
同
女
史
が
作
〈
南
よ
り
北
ふ

き
と
ほ
す
大
寺
の
ひ
ろ
間
ひ
ら
き
て
書
を
読
む
か
な
〉
と
双
幅
一
陣
の
涼

風
の
下
よ
り
生
ず
る
を
覚
え
候
。」

『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
「
真
に
女
性
の
心
の
叫
び
」
と
捉
え
、「
技
工
に
乏
し

い
」
点
も
偽
り
な
き
歌
の
良
さ
と
高
評
価
す
る
。「
朝
塲
重
三
氏
の
書
状
」
で

は
、
子
を
詠
う
歌
の
情
味
の
豊
か
さ
を
指
摘
し
、〈
御
僧
等
ひ
ろ
ら
の
庫
裏
に
〉

の
歌
を
、
先
の
『
あ
け
ぼ
の
』
の
〈
南
よ
り
北
ふ
き
と
ほ
す
大
寺
の
〉
と
並
べ
、
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そ
の
抒
情
性
の
高
さ
を
解
説
し
た
。
廣
子
が
多
様
な
表
現
の
歌
を
詠
み
、
模
索

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。『
心
の
花
』
六
月
号
（
第
十
二
巻
第
六
号
）

で
は
、「
歌
集
玉
琴
批
評
集
（
二
）」
が
続
く
。

『
萬
朝
報
』「
竹
柏
園
秀
才
の
歌
集
な
り
男
子
側
よ
り
は
女
子
側
振
い
就

中
片
山
廣
子
の
作
群
を
抜
け
り
〈
暇
あ
ら
ば
物
食
て
眠
れ
な
が
ら
へ
て
此

世
物
憂
き
賢
き
人
等
〉〈
女
な
ほ
心
は
廣
し
わ
が
夫
と
夫
の
黄
金
と
合
せ

て
め
づ
る
〉
な
ど
小
気
味
よ
か
ら
ず
や
」

『
東
亜
新
報
』（
義
郎
氏
）「
竹
柏
園
主
人
の
指
導
の
も
と
に
「
あ
け
ぼ

の
会
」
と
い
ふ
短
歌
の
研
究
が
先
年
よ
り
組
織
せ
ら
れ
て
居
て
、（
略
）

大
塚
、
片
山
の
両
女
史
な
ど
も
研
究
を
こ
の
会
に
積
ま
れ
て
る
。（
略
）

君
去
り
て
う
つ
ろ
と
な
り
し
胸
な
れ
ば
人
た
ぶ
ら
か
す
魔
も
住
み
ぬ
ら

ん
／
う
ぐ
ひ
す
よ
わ
が
歌
持
ち
て
遠
く
去
れ
人
待
つ
宿
の
春
の
く
れ
が

た
／
片
山
女
史
の
作
の
内
で
あ
る
。」

『
帝
国
文
学
』「
片
山
廣
子
の
〈
君
が
涙
ぬ
ぐ
ひ
ま
つ
り
て
人
の
世
に
生

れ
し
は
え
を
悟
り
ぬ
る
か
な
〉（
略
）
と
に
か
く
こ
の
一
集
は
徒
ら
に
又

殊
更
に
奇
を
求
め
な
い
で
自
然
の
新
境
を
さ
ぐ
る
と
い
ふ
努
力
の
声
を
収

め
て
居
る
の
で
あ
る
。
韻
文
に
趣
味
あ
る
人
の
一
読
に
価
す
る
。（
橄
欖

子
）」

＊
帝
国
文
学
会　

明
治
四
十
一
年
五
月　

1
3
9
頁

『
萬
朝
報
』
で
は
、〈
女
な
ほ
心
は
廣
し
わ
が
夫
と
夫
の
黄
金
と
合
せ
て
め
づ

る
〉
を
、
小
気
味
よ
し
と
す
る
。『
東
亜
新
報
』
は
、「
狂
熱
」
の
歌
を
、『
帝

国
文
学
』
で
は
「
理
智
」
の
歌
を
佳
作
と
い
う
。
多
彩
で
あ
る
ゆ
え
に
、
片
山

廣
子
の
短
歌
と
い
う
も
の
の
評
価
が
、
未
だ
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

『
心
の
花
』
七
月
号
、
八
月
号
、
九
月
号
で
は
、「『
玉
琴
』
を
よ
む
」
を
近

藤
昌
後
が
連
載
す
る
。
九
月
号
（
第
十
二
巻
第
九
号
）
に
て
、
片
山
廣
子
の
歌

三
十
七
首
を
採
り
上
げ
て
い
る
。

　
　
　
　

き
み　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
昌
後　
　
　
　
　

片
山
廣
子
氏

君
が
涙
ぬ
ぐ
ひ
ま
つ
り
て
人
の
世
に
生
れ
し
は
え
を
悟
り
ぬ
る
か
な

恋
を
写
し
て
露
骨
な
ら
ず
。
女
ら
し
き
歌
。
佳
作
。

君
去
り
て
う
つ
ろ
と
な
り
し
胸
な
れ
ば
人
た
ぶ
ら
か
す
魔
も
住
み
ぬ
ら

ん
こ
の
歌
を
、
橘
さ
ん
の
。

必
死
に
て
う
つ
ろ
と
な
り
し
わ
が
身
な
り
今
更
何
の
音
を
か
た
つ
べ
き

の
歌
と
対
照
す
る
と
、
お
二
人
の
異
つ
た
点
も
見
え
て
、
非
常
に
趣
味
が

あ
る
。

と
も
す
れ
ば
狂
ひ
や
す
し
よ
我
心
母
と
呼
ば
る
ゝ
身
に
ふ
さ
は
ず
も

大
理
石
像
に
も
熱
血
迸
る
。

か
す
か
な
る
望
よ
消
ゆ
な
雨
雲
の
お
ほ
ふ
そ
な
た
に
日
は
照
る
ら
し
も

佳
作
。

女
猶
心
は
ひ
ろ
し
わ
が
夫
と
夫
の
黄
金
と
合
は
せ
て
め
づ
る
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こ
こ
に
至
つ
て
凡
手
の
作
に
あ
ら
ず
、
敬
服
。

う
た
ゝ
ね
に
夢
う
つ
ゝ
な
き
ま
す
ら
を
の
髯
ぬ
き
て
見
む
力
お
つ
や
と

諷
刺
で
な
く
て
、
滑
稽
の
感
が
す
る
。

別
れ
て
は
死
な
む
の
歎
き
程
ふ
れ
ば
眠
り
て
食
ひ
て
肥
え
は
て
し
は
や

寸
鉄
人
を
殺
す
。

罪
や
な
に
わ
れ
は
を
み
な
ぞ
道
知
ら
ず
君
さ
そ
は
す
か
も
ゆ
る
火
中
に

情
火
人
を
や
く
。

狂
ひ
あ
そ
ぶ
う
な
ゐ
の
わ
れ
に
母
上
は
涙
ぼ
く
ろ
を
と
れ
と
仰
せ
し

女
な
ら
て
は
と
う
な
づ
か
れ
る
。

並
べ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
、
狂
熱
も
あ
れ
ば
理
智
も
あ
る
と
い
う
詠
い
ぶ
り

が
際
立
つ
。〈
か
す
か
な
る
望
よ
消
ゆ
な
雨
雲
の
お
ほ
ふ
そ
な
た
に
日
は
照
る

ら
し
も
〉〈
狂
ひ
あ
そ
ぶ
う
な
ゐ
の
わ
れ
に
母
上
は
涙
ぼ
く
ろ
を
と
れ
と
仰
せ

し
〉
の
内
面
を
詠
む
歌
に
、
深
み
と
独
自
性
が
出
て
き
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

つ
か
れ
た
る
人
の
一
群
い
そ
ぎ
け
り
小
石
川
橋
夕
ぐ
れ
の
雨

小
石
川
橋
と
あ
る
の
で
、
砲
兵
工
廠
の
門
を
出
で
く
る
つ
か
れ
た
職
工
の

さ
ま
も
見
え
る
し
、
蕭
條
た
る
夕
ぐ
れ
の
雨
も
よ
く
調
和
す
る
の
で
あ
る
。

人
見
れ
ば
お
も
て
ぞ
赤
む
よ
べ
の
夢
に
君
を
し
恋
ふ
と
泣
き
て
告
げ
し

を
今
少
し
婉
曲
に
あ
り
た
か
り
し
。

世
の
旅
の
寒
く
寂
し
き
日
も
あ
ら
ば
も
ゆ
る
炎
の
我
を
お
も
は
せ

ま
た
君
が
得
意
の
境
。

行
く
れ
の
な
だ
ら
か
な
る
に
飽
き
は
て
ぬ
あ
た
り
砕
け
む
岩
も
あ
な
と

さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
と
い
の
る
身
の
秋
に
更
に
恋
し
き
人
も
な
き
か
な

誰
れ
か
と
ふ
世
の
大
海
の
た
ゞ
中
に
千
浪
あ
と
な
く
沈
み
は
て
な
ば

世
に
拗
ね
た
る
人
の
面
影
が
見
え
る
。

朝
空
と
澄
み
た
る
心
た
ち
ま
ち
に
黒
雲
わ
き
ぬ
身
を
お
も
ふ
時

佳
作
。

敢
て
多
く
を
い
は
ず
、
君
の
如
き
は
、
女
流
作
家
と
し
て
、
明
治
の
短
歌

に
特
筆
せ
ら
る
べ
き
一
人
で
あ
ら
う
。

〈
つ
か
れ
た
る
人
の
一
群
い
そ
ぎ
け
り
小
石
川
橋
夕
ぐ
れ
の
雨
〉
は
、
社
会

の
底
辺
で
労
働
に
従
事
す
る
人
々
へ
眼
差
し
が
注
が
れ
て
い
る
。
廣
子
の
蔵
書

に
は
、
石
川
啄
木
の
歌
集
や
パ
ー
ル
バ
ッ
ク
の
『
大
地
』
等
も
含
ま
れ
て
お
り
、

労
働
者
階
級
へ
の
関
心
は
後
に
、
戦
中
戦
後
の
生
活
に
困
窮
す
る
人
々
の
姿
を

詠
も
う
と
し
た
姿
勢
に
続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
か
と
思
え
ば
、〈
人
見

れ
ば
〉
か
ら
〈
誰
か
と
ふ
〉
の
、「
今
少
し
婉
曲
に
あ
り
た
か
り
し
」
と
書
か

れ
た
よ
う
な
情
熱
迸
る
歌
が
あ
る
。〈
朝
空
と
澄
み
た
る
心
た
ち
ま
ち
に
黒
雲

わ
き
ぬ
身
を
お
も
ふ
時
〉
は
、
湧
き
来
る
思
い
が
実
感
を
も
っ
て
伝
わ
り
、
廣

子
は
狂
熱
を
ど
う
表
現
す
る
べ
き
か
、
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
寸
評
は
、「
大
理
石
像
に
も
熱
血
迸
る
」「
ま
た
君
が
得
意
の
境
」

な
ど
、
廣
子
の
歌
を
常
よ
り
見
て
き
た
同
人
な
ら
で
は
の
、
人
と
歌
風
を
理
解

し
た
上
で
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
心
の
花
』
を
代
表
す
る
「
女
流
作
家
と
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し
て
、
明
治
の
短
歌
に
特
筆
せ
ら
る
べ
き
一
人
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
歌
人
の
、

第
一
歌
集
『
翡
翠
』（
大
正
五
年
）
が
高
い
評
価
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。

『
あ
け
ぼ
の
』（
明
治
三
十
九
年
）、『
玉
琴
』（
明
治
四
十
一
年
）
の
初
期
の

歌
二
百
首
を
載
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
る
。『
翡
翠
』
の
序
文
の

信
綱
の
言
葉
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
竹
柏
会
」
の
合
同
歌
集
『
あ
け
ぼ
の
』

『
玉
琴
』
の
初
期
の
歌
を
も
載
せ
る
こ
と
で
、
廣
子
の
シ
ニ
カ
ル
で
小
気
味
よ

い
清
新
な
歌
柄
は
、
読
む
人
の
共
感
を
得
て
、
更
に
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

廣
子
は
第
一
歌
集
『
翡
翠
』
に
は
明
治
四
十
一
年
ま
で
の
短
歌
は
入
れ
る
こ

と
な
く
、
主
に
明
治
四
十
二
年
か
ら
の
『
心
の
花
』
の
も
の
を
選
ん
で
載
せ
て

い
る
。
そ
の
間
、
生
活
面
で
の
苦
労
の
数
々
が
あ
っ
た
。
病
気
の
夫
の
介
護
の

た
め
、
三
年
ほ
ど
鎌
倉
長
谷
で
の
転
地
療
養
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
子
育
て

と
と
も
に
長
男
の
嫁
と
し
て
、
夫
の
弟
妹
の
世
話
が
あ
っ
た
。
長
女
で
あ
り
、

実
家
へ
の
心
配
り
も
よ
く
し
た
。
ま
た
、
身
内
や
親
し
く
し
て
い
た
人
々
と
の

死
別
が
重
な
っ
た
。
廣
子
自
身
も
病
に
苦
し
む
。
明
治
四
十
一
年
は
、
尊
敬
し

て
い
た
兄
嫁
が
若
く
し
て
先
立
ち
、
鬱
の
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で

の
歌
の
特
色
は
、「
わ
れ
」
を
詠
む
、
嘆
き
の
歌
や
恋
歌
で
あ
り
、
何
か
に
囚

わ
れ
た
思
い
が
強
い
。

佐
佐
木
幸
綱
は
『
野
に
住
み
て
』（
月
曜
社
）
解
説
（
6
）
に
、「『
あ
け
ぼ

の
』『
玉
川
集
』『
玉
琴
』
の
時
代
の
廣
子
は
、「
心
の
花
」
で
は
有
望
な
女
性

歌
人
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ
も
、
ま
だ
習
作
期
だ
っ
た
と
見
て
い
い
。
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
を
抱
き
込
み
な
が
ら
そ
れ
ら
が
ま
だ
並
列
的
に
混
在
し
て
い
て
、
片

山
廣
子
ら
し
さ
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

多
様
な
題
材
と
表
現
が
混
在
し
て
い
る
が
、
後
に
『
翡
翠
』
を
経
て
『
野
に

住
み
て
』
に
結
実
す
る
、
平
易
な
詞
と
身
近
な
素
材
で
共
感
を
得
る
、
片
山
廣

子
の
歌
の
世
界
の
出
発
点
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
。
狂
熱
と
理
智
、
そ
し
て

情
愛
と
諧
謔
が
錯
綜
す
る
内
面
世
界
を
詠
ん
だ
、『
あ
け
ぼ
の
』『
玉
琴
』
の
初

期
の
歌
が
欠
け
た
こ
と
で
、『
翡
翠
』
の
感
性
と
知
性
が
読
者
に
と
っ
て
近
づ

き
が
た
く
、「
わ
れ
」
を
詠
む
清
新
な
歌
集
と
し
て
読
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

惜
し
ま
れ
る
。

四
十
二
年
か
ら
は
、
写
実
的
な
歌
と
と
も
に
、
比
喩
的
、
空
想
的
な
歌
を
多

く
詠
む
よ
う
に
な
る
。
囚
わ
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
苦
し
み
、
自
己
の
切
実
な
部

分
と
し
っ
か
り
向
き
合
う
姿
勢
で
歌
を
詠
む
。
そ
こ
か
ら
片
山
廣
子
と
い
う
歌

人
の
個
性
が
際
立
っ
て
く
る
。
真
実
を
求
め
よ
う
と
す
る
が
、
現
実
の
中
で
は
、

時
代
と
立
場
に
束
縛
さ
れ
て
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
魂
の
自

由
を
求
め
、
比
喩
的
空
想
と
も
言
う
べ
き
独
自
の
世
界
を
生
み
、
こ
れ
が
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
文
学
の
翻
訳
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
幻
想

文
学
と
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
は
、
虐
げ
ら
れ
た
民
族
の

思
想
で
も
あ
る
。
現
実
を
し
っ
か
り
と
、
よ
り
深
く
見
よ
う
と
す
る
視
点
が
、

創
作
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
空
想
の
世
界
を
形
作
っ
た
と
い
え
る
。
空
想
は
、

廣
子
に
と
っ
て
、
真
摯
に
自
己
と
向
き
合
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
現
実
か
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ら
の
逃
避
で
は
な
く
、
現
実
の
自
己
を
明
確
に
照
ら
し
出
す
た
め
に
、
比
喩
的

空
想
の
方
向
へ
向
か
っ
た
と
言
え
る
。
夏
目
漱
石
が
鬱
に
苦
し
み
、「
吾
輩
は

猫
で
あ
る
」
の
執
筆
を
始
め
た
こ
と
に
近
い
心
境
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
翡

翠
』
の
歌
風
は
、
旧
派
和
歌
の
美
し
い
詩
歌
の
境
か
ら
も
、
囚
わ
れ
る
「
わ

れ
」
か
ら
も
離
れ
、「
狂
熱
と
理
智
の
濃
き
陰
影
を
印
し
て
居
る
」「
最
も
強
く

自
分
を
現
は
し
た
も
の
で
、
自
分
の
身
の
半
身
の
如
く
」
あ
る
こ
と
を
目
標
に
、

「
わ
れ
」
の
歌
を
模
索
す
る
こ
と
で
確
立
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

〈
い
と
ま
あ
れ
ば
物
食
ひ
て
眠
れ
な
が
ら
へ
て
此
世
物
う
き
か
し
こ
き
人
ら
〉

と
詠
む
初
期
の
『
玉
琴
』
の
歌
に
比
べ
、〈
は
た
ら
き
て
水
の
み
て
飯
を
頂
き

し
昔
び
と
の
夢
も
小
さ
く
あ
り
け
む
〉
の
、
第
二
歌
集
『
野
に
住
み
て
』
の
晩

年
の
歌
は
、
実
に
軽
や
か
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
読
む
人
の
共
感
を
得

る
、
シ
ニ
カ
ル
で
小
気
味
よ
い
清
新
な
歌
柄
の
水
脈
は
繋
が
っ
て
い
る
。『
翡

翠
』
か
ら
『
野
に
住
み
て
』
へ
、
清
新
さ
に
繋
が
る
、「
わ
れ
」
を
う
た
う
歌

風
の
確
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
近
代
短
歌
の
流
れ
の
中
で
の
片
山

廣
子
を
位
置
付
け
る
た
め
、
更
に
研
究
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

（
注
）

（
1
）
佐
佐
木
信
綱　

序
文
『
翡
翠
』　

秋
谷
美
保
子
『
片
山
廣
子
全
歌
集
』（
現
代

短
歌
社　

二
〇
一
二
年
四
月
）
12
頁
（『
翡
翠
』
竹
柏
會
出
版
部　

一
九
一
六

年
三
月
）

（
2
）
佐
佐
木
信
綱
『
佐
佐
木
信
綱　

作
歌
八
十
二
年
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

一

九
九
九
年
十
二
月
）
4
6
4
7
頁

（
3
）
田
中
薫
「「
無
名
氏
」
作
と
し
て
発
表
し
た
信
綱
の
新
体
詩
」『
佐
佐
木
信
綱

研
究
』
第
四
号
（
佐
佐
木
信
綱
研
究
会
二
〇
一
五
年
六
月
）
1
4
6
1
4
7
頁

（
4
）
佐
佐
木
信
綱　

新
体
詩
「
玉
く
し
げ
」『
新
聲
』
第
二
巻
第
六
号
（
新
聲
社　

一
八
九
七
年
六
月
）
2
2
4
2
2
5
頁
（『
新
聲
』
復
刻
版　

ゆ
ま
に
書
房　

一
九
八
三
年
）

（
5
）
山
田
吉
郎
『
明
治
短
歌
の
河
畔
に
て
』（
短
歌
研
究
社　

二
〇
一
四
年
五
月
）

43
頁

（
6
）
佐
佐
木
信
綱
「
片
山
廣
子
」『
明
治
大
正
昭
和
の
人
々
』（
新
樹
社　

一
九
六

一
年
三
月
）

　
　
（
片
山
廣
子　

松
村
み
ね
子
『
野
に
住
み
て
』
短
歌
集
＋
資
料
編　

月
曜
社　

二
〇
〇
六
年
四
月
）
5
7
4
頁

（
7
）
佐
佐
木
幸
綱　

解
説
「
片
山
廣
子
の
「
境
地
」」『
野
に
住
み
て
』（
片
山
廣
子　

松
村
み
ね
子
『
野
に
住
み
て
』

　
　

短
歌
集
＋
資
料
編　

月
曜
社　

二
〇
〇
六
年
四
月
）
6
4
6
・
6
4
7
頁
・

6
5
2
頁

（
8
）
眞
有
澄
香
『
孝
子
・
毒
婦
・
烈
女
の
力
―
近
代
日
本
の
女
子
教
育
』（
双
文
社

出
版　

二
〇
一
四
年
二
月
）
1
2
1
3
頁

（
9
）
与
謝
野
晶
子
「
灰
色
の
日
」『
新
聲
』
第
二
十
巻
第
十
号
（
新
聲
社　

一
九
〇

九
年
十
一
月
）　

66
・
68
頁

（
10
）
川
田
順
「
理
知
と
狂
熱　

片
山
廣
子
さ
ん
の
こ
と
」『
短
歌
研
究
』
第
十
四
巻

第
五
号
（
日
本
短
歌
社　

一
九
五
七
年
五
月
）
1
1
2
・
1
1
3
頁

（
参
考
資
料
・
文
献
）

『
い
さ
ゝ
川
』
第
一
号　

明
治
二
九
年
十
月
五
日　

竹
柏
社
発
行

『
い
さ
ゝ
川
』
第
二
号　

明
治
二
九
年
十
一
月
三
十
日
発
行

『
い
さ
ゝ
川
』
第
三
号　

明
治
三
十
年
三
月
十
八
日
発
行

『
い
さ
ゝ
川
』
第
四
号　

明
治
三
十
年
四
月
十
二
日
発
行
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『
い
さ
ゝ
川
』
第
五
号　

明
治
三
十
年
五
月
二
十
六
日
発
行

『
い
さ
ゝ
川
』
第
六
号　

明
治
三
十
年
六
月
二
十
八
日
発
行

『
い
さ
ゝ
川
』
第
七
号
（
最
終
刊
）
明
治
三
十
一
年
一
月
十
一
日
発
行

『
心
の
花
』　

明
治
三
十
一
年
二
月
～
昭
和
四
十
一
年
一
月　

竹
柏
會
出
版
部
発
行

（『
心
の
花
』
復
刻
版　

佐
佐
木
幸
綱
監
修　

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
〇
年
）

秋
谷
美
保
子
『
片
山
廣
子
全
歌
集
』（
現
代
短
歌
社　

二
〇
一
二
年
四
月
）

片
山
廣
子　

松
村
み
ね
子
『
燈
火
節
』
随
筆
＋
小
説
集
（
月
曜
社　

二
〇
〇
四
年
十

一
月
）

片
山
廣
子　

松
村
み
ね
子
『
野
に
住
み
て
』
短
歌
集
＋
資
料
編
（
月
曜
社　

二
〇
〇

六
年
四
月
）

片
山
廣
子
『
燈
火
節
』（
暮
し
の
手
帖
社　

一
九
五
三
年
六
月
）

藤
田
福
夫
「
増
補
片
山
廣
子
年
譜
と
明
治
大
正
期
作
品
抄
」（
金
沢
大
学
語
学
文
学

研
究　

一
九
七
五
年
十
月
）



片山廣子の短歌　『いさゝ川』から『心の花』へ――初期歌風の形成を巡って――

─ 23 ─

The Tanka of Hiroko Katayama, from  
“Isasagawa” to “Kokoro no Hana”:  

A Look at the Formation of a Maiden Poetic Style

SHIMIZU, Mariko

（Summary）

In her first collection of poems, ”Kawasemi,” Hiroko Katayama did not include her poems 

appearing before 1908 in such publications as ”Isasagawa” and ”Kokoro no Hana.” Her 

poems up to that time, evoking sorrow or about love, reflected her ever being captivated 

by something.

From 1909 up to the publication of ”Kawasemi” in 1916, she composed mostly descriptive 

poetry as well as metaphorical and fanciful works. Interestingly, such preferences may 

have drawn her toward translating Irish literature. The poetic style in the intently 

introspective ”Kawasemi” collection is distinguished by crossing the boundary of esthetic 

poetry, going beyond self-absorption, and casting about in her unique inner world.

This paper deals with the times preceding ”Kawasemi,” bearing witness to formation of 

her maiden poetic style.

Key words: Hiroko Katayama, Nobutsuna Sasaki, Tanka, ”Isasagawa,” ”Kokoro no Hana,” 

self


