
和
田
周
三
論

現

代

歌

人

論

序

説

安

森

敏

隆

1

一
〇
歩
先

の
詩
想

昭
和
三
十
五

(
一
九
六
〇
)
年

四
月
、
私

は
立
命
館
大
学

に
入
学

し
、

学
者

・
和

田
繁
二
郎
と
と
も
に
歌
人

・
和
田
周
三
に
出
会

っ
た

の
で
あ
る
。

広
島

県
立
三
次
高
校
在
学
中

に
、
私

は
歌
人

で
国
語

の
教
師
を
し

て
お

ら
れ
た
山
広

実
美

(
旧
姓

・
伊
藤
実
美
)
先
生

(立
命
館

で
和

田
周

三

・

白

川
静
両
先
生

の
先
輩

に
当
た
ら
れ
る
)

に
出
会

い
、
さ
ら

に
三
次
高
校

(
旧

・
広
島
県
立
第

三
尋
常
中
学
校

)

の
先
輩

で

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
歌
人

の
中
村
憲
吉

と
劇
作
家

の
倉
田
百
三
を
識

っ
た
。

そ
し

て

「
短
歌
」

は
、
・

常

に
現
実

の
何
歩

か
先

を

つ
か
ま
え

て
う
た
う
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
教
え

て
く
だ
さ

っ
た
の
は
和
田
周
三
先
生

で
あ

る
。
立
命
館
大
学
時
代
、

和

田
周
三

(繁

二
郎

)
、
国
崎
望
久

太
郎
、
白

川
静
そ
し

て
哲
学

者

の
梅

和
田
周
三
論

原
猛
や
作
家

の
高
橋
和
巳
や

そ
の
弟
子

の
太
田
代
志
朗

に
も
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、
北
尾
勲
と

「
立
命
短
歌
」
を
創
設
し
、

さ
ら
に
西

日
本
学
生
短

歌

連
盟
や
関
西
学
生
短
歌
会
を
起

こ
し
、
少
し
ず

つ
文
学

の
グ

ル

ン
ド
を

広

げ

て
い
く

な
か

で
、
高
安
国
世

(
京
大
教
授
)
、
田
中
順

二

(同
志
社

女

子
大
教
授
)
、

宮
崎
信
義

(新

短
歌
主
宰
)

を
知
り
、

さ
ら

に
は
六
〇

年
代

の
前
衛

短
歌

運
動

の
な
か

で
、
塚
本
邦
雄
、
寺
山
修
司
、
岡
井
隆
、

佐
佐
木
幸
綱
、
福
島
泰
樹

、
高

野
公
彦
、
三
枝
昂
之

に
出
会

い
、
川

口
紘

明
、
永

田
和
宏
、

河
野
裕

子
、

田
中
富
夫
、
光
本
恵
子
、
清
水
怜

一
、
遠

山
利

子
、
加
藤
淑
子

ら
と
同
人
誌

「
幻
想
派
」

を
創
刊
し
、

「文

学
と

は

何

か
」

「
短
歌

と
は
何
か
」
と

い
う

こ
と
を
学

ん

で
い

っ
た
の

で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
何
時

も
和

田
周
三
と
国
崎

望
久
太
郎

は
、
私
た
ち

の

先
生
と
し
て
、
顧
問
と
し

て
ア
ド
バ
イ

ス
し

て
く
だ
さ
り
、
い

つ
も
見
守

っ

二
五



和
田
周
三
論

て
く
だ

さ

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

和

田
先
生

が
亡

く
な
ら
れ
る
直
前
、
私
は

一
冊

の

「
短
歌
入
門
書
」
を

出

す

こ
と
が

で
き
、
先
生

に
届
け

る
こ
と
が
出
来
た
。
そ

の
中

で

「
ち
な

み
に
俵

万
智

の
短

歌
を

一
歩
と
し
た
ら
、
角
川
短
歌
賞
を

〈
成
人
通
知
〉

で
授
賞

し
た
浜
田
康
敬
が
五
歩
、
現
実
的
新
抒
情
主
義
を
掲
げ

る

〈
ポ

ト

ナ
ム
〉

の
和

田
周
三
が

一
〇
歩
、
塚
本
邦
雄

は

一
〇
O
歩

で
し

よ
う
か
。

同

じ
人

で
も
歌

に
よ

っ
て
跳
び
方
が
違
う
し
、
跳
び
方
が
少
な

い
か

ら
と

い

っ
て
駄
目
な
わ
け

で
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
の
で
す
」
と
書

き
、

先

生

の
傘
寿
を
記
念
し

て
出
さ
れ
た

『
春
雷
』

(平

5

・
9
)
中

の
、

わ
が
列
車
や
が

て
追

い
越
さ

ん
普
通
列
車

い
ま

し
ず

し
ず

と
発
車

し

て
ゆ
く

の

一
首
を
引
用
し

て
次

の
よ
う
に
鑑
賞

し
て
い
る
。

作
者

は
た
ぶ
ん
、
急
行

か
特
急

に
乗

っ
て
い
る

の
で
し

ょ
う
。

そ

の
わ
き
を

「
普
通
列
車
」

が
先

に
発
車

し
た

の
で
す
。

そ

の
と
き
、

現
実

の
い
ま
い
る
列
車

の
中

か
ら
、
追

い
越
す
地
点

を
思

い
な
が
ら

一
〇

歩
先

の
現
実

を

い
ち

早
く

つ
か
ま

え

て
う

た

っ
た

の

で
す
。

二
六

「
糸
杉

か
貝
塚

か
穂

先
天
を

さ
す

ゴ

ッ
ホ
な
ら
ね
ば
炎
と

は
み
ず
」

と

い
う
歌
も

あ
り
ま
す
。

ゴ

ッ
ホ
は

一
〇
〇
歩
先

の
炎
を
描
き
ま
し

た
が
、
作
者

は

「糸

杉
」

か

「
貝
塚
」
を
思

い
な
が
ら

一
〇
歩
先

の

詩
想

に
ふ
け

っ
て
い
る

の
で
す
。

(『
風
呂

で
読
む

短
歌
入
門
』
世

界
思
想
社
)

こ
れ
が
、
和
田
先
生

か
ら
教
え

て
い
た
だ
い
た

「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

に
お
け
る

「
現
実
感
象

徴
」

の
私
流

の
解
釈

で
あ
り
、
鑑
賞

で
あ

っ
た
。

H

和
田
周
三
の
感
覚
と
志
向

和

田
周
三

の

「
ポ
ト
ナ

ム
」

で
の
最
初

の
歌
は
、
昭
和
八

(1
9
3
3
)

年

の
五
月
号

に
掲
載
さ
れ
た
次

の
二
首

で
あ

る
。

二
十
歳

の
と
き
の
歌

で

あ
る
。事

務
を
と

る
吾

の
瞼

に
窓

よ
り
さ
す
昼

の
光

の
ち
ら

つ
く
ま
ぶ
し
さ

仕
事
了

へ
て
心
む
な
し
く
見

て
ゐ
た
れ
洋
服

の
袖

の
白
き
ほ

こ
り
を

素
朴
な

日
常
生
活

の
把
握

の
な
か
に
も
、

ま

こ
と

に
鋭

利
な
洞
察
と
繊

細
な
感
覚

が
う
か
が

わ
れ
る
作
品

で
あ

る
。

「
吾

の
瞼

」
を
よ
ぎ

る

「
昼



の
光
」

の
ち
ら

つ
き
や
洋
服

の
袖

の

「
白
き
ほ

こ
り
」
を
鋭
く
捉

え
、
感

覚
す

る
。

一
見
、
単

な
る
日
常
詠

と
も
と
ら
れ
が
ち
な

こ
の
歌

の
中

に
、

す

で
に
氏

の
志
向
す

る

〈光
〉

と

〈
影
〉

の
モ
チ
ー

フ
が
胚
胎
さ
れ

て
い

た

の
で
あ

る
。

師

の
小

泉
苳
三
を

し

て
、
「
和

田
君
は
戦
前

か
ら
歌
を
作

つ
て
居

た
。

し
か
し
、

こ
の
歌
集

に
見

る
和

田
君

の
歌

は
明
ら
か
に
戦
後
派

の
作
品

で

あ

つ
て
敗
戦
後

の
あ

の
混
乱
時
代

に
、

日
本

の

一
人

の
若

い
イ

ン
テ
リ
が

ど

の
や
う
な
生
き
方
を
し

て
き
た
か
、

ま
た
、

し

て
来
ざ

る
を
得

な
か

つ

た
か
を
語

つ
て
居

る
」
(
『微
粒
』
序
)
と
言
わ
し
あ
た
第

一
歌
集

『
微
粒
』

(
昭
31

・
7
)

の
冒
頭

に
は

「
光
と
影
」

(昭
23
)
と
題
す

る
二
十

四
首

が

載

っ
て
い
る
。個

の
さ
ざ
め
き

集
団

の
中

に
居
ら
し
む
る
我
が
個
を
さ
ぐ
り

て
陽

の
し
ば
ら
く

は
落

ち

ぬ

し

ん
し
ん
と
夜

を
雨

降
れ
り
何

程
か
身
を
め
ぐ
る
も

の
洗
は
れ
ぬ

べ

き佇

つ
我

に
吹

か
ざ

る
風

が
街
上

の
砂
塵

を
巻

き

て
過
ぎ
ゆ
く
を
見
る

街

の
音

の
い
ま

日
も
暮

る
る
と

ど
ろ
な
る
響

き
を
聞
き

て
雨

戸
を
閉

和
田
周
三
論

ざ
す

我
を
襲

ふ
姿
態

に
は
あ
ら
ず
暁
暗

に
椿
は
白
き
花
を

つ
け
た
る

冒
頭

の

「
個

の
さ
ざ
あ
き
」

五
首

で
あ
る
。
集
団

の
中

に
い
る
わ
れ
を

め
ぐ

っ
て

「
陽
」
が
落
ち
、

「雨
」

が
身

を
洗

い
、
「
風
」
が
通
り
抜
け
、

「
日
」

が
暮
れ
、
暁
暗

の

「
椿
」

が
花

を

つ
け

る
。

う
た

う
自

己
と
自
己

を
取
り
巻
く
対
象
と

の
接
点
を

い
か
に
捉

え
、
関
係

付
け
、

一
首

一
首

の

歌
と
し

て
形
象
化
す

る
か
と

い
う
試
行

と
角
逐

が
如

実

に
う
か
が
わ
れ
る

作

品

で
あ
る
。
歌
集
巻
末

に
お

さ
め
ら
れ

た
文
章

の
中

で
、
自

己

の
創
作

方

法

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
解
説
さ
れ

て
い
る
。

私

は
人
間

を
、
感
覚
や
感
情

の
そ
こ
に
ひ
そ
む
生
命

の
真
実

に
お

い
て
把

え

て
み
た
か

つ
た
。
そ

こ
に
こ
そ
現
実

に
根
ざ
し

た
最
も
具

体
的

な
詩
的
真
実

が
あ
る
と
思

つ
た
。
あ
る

い
は
す

で
に
、

そ
こ
に

矛
盾

の
温
床

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
表
現

に
あ

た

つ

て
、
素
材
と

し
て
は
、

ど
う
し

て
も
感

覚
や
感
情

に
た
よ

る
他

は
な

い
と

い
う
、

わ
か

り
き

つ
た
矛
盾

だ
け

で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
も

の
で
あ

つ
た
。
多
く

の
読
者

の
中

に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
現
実
認
識
か
ら
出
発
し

た
世
界
観

・
人
生
観

の
種

々
相

が
あ
る
。

そ

の
多
様
性

の
中

で
ど

の

二
七



和
田
周
三
論

よ
う

に
普
遍
性
を
獲
得
す

る
か
。

そ
の
た
め
に
は
形
象
化

の
完
璧
が

の
ぞ
ま
れ

る
わ
け

で
あ

る
が
、

そ
こ
に
三
十

一
音

の
結

晶
化

と

い
う

難
関

に
あ

た

つ
て
、

ど
の
よ
う
な
巧
緻

さ
を
必
要

と
す
る
か

の
問
題

が

で
て
く
る
。
残
念

な
が
ら
い
ま
だ
に
私
は

こ
の
答
を
よ
う
出
さ
な

い
で
い
る
。

(
「
『微
粒
』

以
前
」
)

こ
の
自
己

の

「感

覚
」

や

「
感
情
」

の
底

に
ひ
そ
む
生
命

の
真
実
を
、

従
来

の
世
界
観

や
人
生
観

で
分
析
、
把
握
す
る

の
で
は
な
く
、
「
我
が
個
」

の
感
覚

や
感
情

を
先

ず
く
ぐ
ら
せ

て
そ
れ
を

い
か

に
方
法
化
し

て
五
句

三

十

一
音

の
中

に
形
象
化
さ
せ
、
普
遍
化
さ
せ

て
い
く
か
と

い
う

こ
と

が
歌

人

と
し

て
立

つ
和
田
周
三

の
、
ま
た
学
者
と
し

て
立

っ
た
和

田
繁

二
郎

の

以
降

の
課
題
と
な

っ
て
い
く

の
で
あ

る
。

皿

和

田
周

三
の

〈
眼
〉

に
つ
い
て

和

田
周

三
は

〈
眼
〉

の
人

で
も
あ

る
。

と

い

っ
て
も
、

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

流

の
写
生

の

〈眼
〉

で
は
な
い
。
自
己

と
い
う

〈個
〉

の
感
覚
や
感
情
を

く
ぐ
ら
せ
た
う
え
で
創
出
さ
れ
た
独
自

の
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
犀
利
な

〈眼
〉

で
あ

る
。

和

田
周

三
の
独
自

の

〈
眼
〉
は
、
実

は
自
己

の
体
質
や
感
覚

に
根
ざ
し

二
八

て
発

達

し

て

い
く

と

い

っ
た
も

の

で
も

、

あ

っ
た
。

あ

る
日
、
何
か

の
は
ず

み
で
話

が
体

温
の

こ
と

に
お
よ
ん
だ

こ
と

が
あ

る
。

そ
の
時
、
和

田
君
は
体

温
が

一
分
か
二
分
上
下
し

て
も
す

ぐ
自
覚
す

る
と
い
ふ
こ
と

で
あ

つ
た
。
私
は
び

つ
く
り
し

て
し
ま

つ

た
。

一
分

か
二
分

と
い

へ
ば

一
度

の
十
分

一
か
十
分

二
で
あ

る
。
私

な
ど
は
体
温
計

に
た
よ

つ
て

一
度
二
度
と

い
ふ
体
温

の
上
下
を
知

る

の
で
あ
る
。

そ
れ
に
く
ら

べ
る
と
和
田
君

の
感
覚

は
ま

こ
と

に
微
妙

な
も

の
が
あ
る
と
い

へ
よ
う
。

(小
泉
苳
三

『
微
粒
』
序
)

師

の
小
泉
苳
三
も
、
早
く
か
ら
、
和
田
周
三

の
特
異

な
体
質

に

つ
い

て

は
気
づ
き
、

こ
の
よ
う

に
言

っ
て
い
る
。

こ
の
異
常

と
も

思
え
る
繊

細
な

体
温
感
覚

こ
そ
、
歌
人
和
田
周
三

の
独
自

の

〈眼
〉

と
感

覚
を
や
し
な
う

古
里

の
よ
う
な
も

の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

病
眼

午
後
と
な
れ
ば
も

の
の
二
重

に
見

え
き
た
る

こ
の
幾
日
は
人
を
憎
ま

ず病
眼
を
交
互

に
あ
き

て
身

に
近
き
な

べ
て
の
も

の
の
線

の
み
を
見

る



眼
底

に
痛
み
き
ざ
せ
ば
閉
ぢ
し
眼

の
暗
黒

の
中

に
探

る
も

の
な
し

冬

の
木

の
梢
や
は
ら
か

に
空

の
蒼
と
滲
み
あ

ひ
た
り
我
が
病
眼

に

左

眼
の
み
近
視

の
眼
鏡

か
け
し
か
ば
わ
が
足
も
と

の
や
や
に
か
た
む
く

『
微
粒
』

の
最
初

の
方

に
、

「病

眼
」

と
題
す
る
掲
出

の
五
首
が
あ

る
。

物

が

「
二
重

に
見
」

え
る
眼
で
あ
り
、

ま
さ
に

「
病
眼
」

で
あ
り
、
眼
底

の

「
暗
黒

の
中
」

に
病

む
眼

で
あ

り
、

「
眼
鏡
」

の
な
か

の
近
視

の
眼

で

あ

る
。

い
く
ら
か
異
常

に
も
思

え
る
こ
の

〈眼
〉

こ
そ
、
氏
独
自

の
物

の

見
方
と
、
志
向
を
形
成
し

て
い
く

こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

病
床

生
き
も

の
の
姿
態
群
な
す
壁

の
汚
れ
仰
ぎ

つ
つ
臥
す
心
定

ま
り

醒
あ
ぎ
わ
を
デ

モ
隊
す
ぎ

て
行
く
か
と
も
実
験
用
犬

の
群
吠

ゆ
る
声

か
そ
か
な
る
呼
吸

の
ま
ま

に
絶
ゆ

る
な
し
床
頭
台

の
花

の
微
動

は

河
原

に
鎖

と
か
れ
し
朝

の
犬
た
ち
ま
ち
わ
れ

の
視
界
を
去

り
ぬ

病
臥

せ
る
額

こ
し
に

て
窓
外

を
か
す
め
し
も

の
を
鳩
と
知

る
日
々

わ
れ
の
身

と
わ
が
部
屋
と

の
み
鮮
明

に
他
は
お
ぼ

ろ
な

る
病
舎
し
ず

も

る

窓
外

の
棕
櫚

の
木

二
本
葉

を
触
れ

て
あ
る

べ
し
肩

に
も
れ
き
た

る
風

和
田
周
三
論

黄

み
ど
り
に
澄
む
注
射
液
そ

の
ま
ま

の
尿
す
わ
れ

の
か
く
も
素
直

に

わ
れ
お
ら
ぬ
宅

と
学
校

と
二

つ
の
部
屋
そ

の
換
気
孔
を
過
ぎ

ゆ
か
ん

も

の

病
床

に
ピ

ン
ク
鮮

し
く

フ
ァ
シ
ア
ー
タ

ー
咲
き
し
が
癒
え
し
今
を
あ

せ
果

つ

フ

ァ
シ
ア
ー
タ
ー
の
暗
緑

の
葉

は
抱

き
た
り
散

る

こ
と
な
ら
ず
褪
せ

た

る
花
を

第
三
歌
集

『
環
象
』

(
昭
48

・
10
)
中

の
歌

で
あ
る
。
入
院
中

の
病

床

に
あ

っ
て
、
作
者

は
あ
れ

こ
れ

と
見
回
し
、
思
考

し
、

想
像

す
る
。
そ
れ

は
病
臥

の
部
屋

の
壁

で
あ

っ
た

り
、
花

で
あ

っ
た
り
、
窓
外

の
河
原
や
棕

櫚

の
木

で
あ

っ
た
り
す

る
。

こ
こ
に
は
、

「
病
眼
」

を
と
お
し

て
み
た
感

覚

の
初
発
生
と
も

い
う

べ
き
も

の
が
ヴ

ィ
ヴ

ィ
ッ
ド
に
息

づ
い

て
い
る
。

W

日
常
を

こ
え
た
詩
的
世
界

虎

の
尾

の
群
落

の
黄

の
深
ま
り

に
さ
わ
だ
ち
来

た
る
罪

の
け

ぶ
ら
い

た
ゆ
た
え
る
残

照

の
道

に
自
動
車

の
埃
よ
せ
く

る
光

さ
え
も
ち

雲
間

よ
り
と
ど
け
る
光

あ
た
た
か
し
夕
近
く
し

て
斜
め
な
が
ら

に

買
物

篭
の
底

に
過
不
足
な
き
長
さ
に
胡
瓜
あ
り
話

せ
る
声

は
は
ず
み
て

二
九



和
田
周
三
論

本
町

で
下

り
よ
と
少
女

乗
せ
ら
れ

て
曇
り
し
窓
を
拭
き
は
じ
め
た
り

目

の
下

の
野
川

の
あ
ひ
る

い

つ
ま

で
も
泳
ぎ

い
る
二
羽
草

の
上

の
五

羽
こ
れ
ら

の
歌

が
掲

載
さ
れ

て
い
る
第
二
歌
集

『
雪
眼
』

(
昭
39

・
2
)

を
解

説
し

て
、

国
崎

望
久
太
郎
は
、
次

の
よ
う

に
分
析
し

て
い
る
。

日
常
性

に
即
し
た
写
実
的
な
表
現

で
あ

る
。
し

か
し
作
者

は
こ
の

日
常

旦
暮

の
詩
を
否
定
し

よ
う
と
す

る
。
上
掲
第

一
首

の
下
句

「
さ

わ
だ
ち
来

た
る
罪

の
け
ぶ
ら
い
」
が
す

で
に
暗

示
し
て
い
る
よ
う

に
、

日
常
性

の
否

定

の
上

に
そ

の
詩
的
世
界

を
考
え

る
。

(
中
略
)
現

実

的
対
象

に
よ

っ
て
惹
起

さ
れ
た
感
動
を
、

一
度

そ
の
対
象

か
ら
切

り

離

っ
て
感
動
自
体
と

し
て
抽
象
す

る
。

そ
し

て
い
わ
ば
観
念

化
さ
れ

た
感
動
を
新
た

に
構
成
的

に
形
象
化

し
、
詩
的
普

遍
性

を
獲
得
し
よ

う
と
す

る
の
で
あ

る
。

こ
の
抽
象
化

の
過
程

で
、
感
動

の
も

つ
素
朴

で
は
あ

っ
て
も
新
鮮

な

エ
ネ

ル
ギ
ー
が
失

わ
れ
る

こ
と
も
も
ち
ろ
ん

予
知
さ
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
作
者

の
志
向
は
そ
れ

に
代
わ
る
知

的

な
視
覚
的
構
成

に
よ

っ
て
、
象
徴
的
機
能

を
充
実
せ
し
め
よ
う
と

す

る
と

こ
ろ
に
あ

る
。

(
「
雪
眼
解
説

」
)

三
〇

ま

さ
に
、
和

田
周

三
の
短

歌

の
真
髄

を
付
き
、
未
来
を
も
見
通
し
た
鋭

利

な
論
評

で
あ

る
。

「
ポ

ト
ナ
ム
」

に
あ

っ
て
、

ま
た
職
場

の
立
命
館
大

学

に
あ

っ
て
、
共

に
歩

み
自
ら
も
研
究
と
創
作

に
か
け
、
小
泉
苳

三
の
プ

レ
ー

ン
の

一
人

で
も
あ

っ
た
国
崎
望
久
太
郎
な
ら

で
は
の
発
言

で
あ
る
。

客

観

平
和

を
諦
め
し
如
き
声

々
と
我
を
め
ぐ
れ

る
春
め

き
し
陽

と

鏡

の
中
な
る
我
が

一
段
と

や

つ
れ

て
見

ゆ
る
客
観

を
信

ず

お
ど
お
ど
と
或
る
時
は
ま

た
射

る
如
き
我

が
眼

な
る
よ
と
知

り

て
ゐ

る

の
み

夕
飯

の
卓
上

に
置
け
ば
子
も

の
ぞ
く
赤
き

イ

ン
ク
の
た
だ

に
透
る
色

(『
微
粒
』
)

和
田
周
三

の
短
歌

の
特
徴

は
、

ま
た
、

こ

の

「客

観
」

に
あ
る
と
も

い

え
る
。
実

は
目

の
前

の
実
体

や
風
景

を
、
主
観

的
な
感

情
や
感
性
を
と
お

し

て
五
七
五
七
七
と

い
う
形
式

に
く
ぐ
ら
せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
知
的
な
韻

律

に
仕
立

て
上
げ

て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
う

い
う
意
味

に
お

い
て
、
掲
出

の
二
首
目

の

「
鏡
」

の
歌

は
、
鏡

の
外

な
る
自
分
が
鏡

の
内
な

る
自
分

の

「
客
観

」
を
信

じ
る
と

い

っ
た
と

こ
ろ

に
よ

り
特
徴

が
出

て
い
る
。

四
首



目

の

「
赤
き

イ

ン
ク
」

の
歌
も
、

う
た
う
我

の
主
観
も

「
子
」

の
主
観
も

排
除

し

て
、
「
た
だ
に
透
る
色
」

と
し
た
と

こ
ろ
に
和
田
短
歌

の
志

向
と

特
徴
が
伺
わ
れ

る
。
此
処

で
は

「
子
」

の
歌

が
う
た
わ
れ

て
い
る
が
、
主

観

の
横
溢
し
が
ち

な
家
族
詠

や
人
事
詠

が
極
端

に
少
な

い
こ
と
も
周
三
短

歌

の

一
つ
の
特
徴

で
も
あ

る
。

る
な
」
と

い
う
工
事
場

に
掲
げ

ら
れ
た
文
字

か
ら

「
解
か
れ
は
じ
め

ぬ
よ

う
え

る
心
」

に
ま

で
詩
想

が

一
挙

に
飛
躍

す
る
。

そ

の
詩
想

の
飛
躍
億

一

首
を
作

る

に
あ
た

っ
て
、

「
我
」

の
感
性

と
、
感
情

を
先
ず
く

ぐ
ら
せ
た

う
え

で
詩

の
言
語
と
し

て
結
晶
化

さ
せ
、
構
築

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
生
ま

れ

で
た
も

の
で
あ

る
。

雪

「
鉄
帽

の
な
き
者
入

る
な
」
入
ら
ざ
れ
ば
解

か
れ
は
じ
め
ぬ
よ
う
え

る
心

工
事
場

の
ま

ろ
き
砂
山
失

い
し

日
の
よ
み
が
え
る
薄

ら
汚

れ
て

す
り
ぬ
け

て
出
ら
れ

そ
う
な

る
荒
き
格
子
と

お
し
て
黄

な
る
夕
陽

み

な
き
る

暮

れ
落
ち
ず
わ
れ
を
写
さ

ぬ
車
窓

に
は
冬
を
濃
縮

し
た
る
山
並

わ
れ
に
向
き
動
き
は
じ
め
し
電
車

や
や
た
め

ら
う
と
見

せ
横
ざ

ま
に

去

る

(
『
環
象
』
)

第

三
歌
集

『
環
象

』
中

の

「
雪
」
と
題
す

る

一
連
も
、
ま

こ
と

に
特
徴

的

で
あ
る
。

一
首
目
、
少
し
く
理
屈

っ
ぽ

い
作
品

で
は
あ

る
が
、

こ
の
硬

質

の
抒
情

こ
そ
、

周
三
短
歌

の
真

骨
頂

で
も

あ
る
。
「
鉄
帽

の
な
き
者
入

和
田
周
三
論

ワ
ー
プ

ロ
に
風
邪
と
出

で
た
る
邪
を
消

し
て
春

の

一
首

の
歌
な
ら
ん

と
す

(『
春
雷
」
)

第
七
歌
集

『
春
雷
」

(平

5

・
9
)

に
、

こ
ん
な
面
白

い
歌

が
あ
る
。

和
田
周
三
は
、

こ
と

の
ほ
か

カ
メ
ラ
が
好
き

で
あ

る
。
次

々
と
カ

メ
ラ

を
購

入
さ
れ

て
、
そ

の
写
さ
れ

る
技
術
も
玄
人
肌

で
あ

っ
た
と
聞

く
。

い

ち
早
く
、
我

々
教
え
子

に
先
立

っ
て
、

「
ワ
ー
プ

ロ
」

も
購
入
さ
れ
、

愛

用
さ
れ
た
。
國
末
泰
平
氏
の
若

き
ご
子
息

(当
時
、
同
志
社
大
学

の
学
生
)

に
、

わ
ざ
わ
ざ

一
週
間
ば
か
り

「
御
指
南
を
!
」
と
頼

ま
れ
、
早
速

も
の

さ
れ
た
と
聞
く
。
そ

の
頃

の
歌

で
あ

る
。

ワ
ー
プ

ロ
を
楽
し
ま
れ

て
い
る
様
子
が

ひ
し

ひ
し
と
伝

わ

っ
て
く
る
。

外

は
春
。

そ
よ
風
も
出

て
さ
わ
や
か
な
真
昼
時

で
で
も

あ
ろ
う
か
。

ワ
ー

プ

ロ
で

「
か
ぜ
」

と
打

っ
た
ら

「
風
邪
」

と
出

て
、
「
邪
」

の

「
じ

ゃ
」

=
=



和
田
周
三
論

を
消

し
て
春

の
歌

一
首

を
作
ら
れ
た
得
意

の
様
子
が
よ
く
出

て
い
る
。

こ

の
歌

の
根
源

に
は
国
崎

望
久
太
郎
言
う
と

こ
ろ

の

「
現
実
的
対
象

に
よ

っ

て
惹
起

さ
れ
た
感
動

を
、

一
度
そ

の
対
象
か
ら
切
り
離

っ
て
感
動
自
体
と

し
て
抽
象

す
る
。

そ
し

て
い
わ
ば
観
念
化
さ
れ
た
感
動
を
新
た

に
構
成
的

に
形
象

化
し
、
詩

的
普

遍
性
を
獲
得
」
し
た
と

こ
ろ
の
、
軽
妙

で

エ
ス
プ

リ
の
き

い
た

こ
の
よ
う
な

「春
」

の
歌

一
首
が
出
来

あ
が

っ
た

の
で
あ
る
。

先
生

は
、

文
学
者

で
あ
る
と
同
時

に
、

ま
こ
と
に
怜
悧

な
科
学
者
的

な

側
面
を
も

っ
て
お
ら
れ
た
。

ま
た
歌
人

で
あ
る
と
同
時

に
学
者

で
も
あ
る
。

こ
の
二
面
性
が
、
和
田
周
三

の
歌
を
独
自

の

「周

三
短
歌
」

に
な
ら
し
め

て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

先
生

の
ワ
ー
プ

ロ
短
歌
、
第

一
号

で
あ
る
。

V

〈橋
〉

と
い
う
装

置

橋

橋
あ

り
人
渡

り
来

る
こ

の
わ
れ

に
近
づ
か
ん
た
あ
時

の
き
ざ
み
を

あ

ふ
れ
く

る
思

い
に
わ
か

に
さ
ら
さ
れ
ぬ
見

の
限
り
直
ぐ
な
る
広
き

川
面

街
裏

の
水
上
見

え
ぬ
流
れ
あ
り
た
ぎ
ち
は
白
く
わ
れ

に
向
き
く
る

わ
れ
ら
立

つ
道

の
下
よ
り

ほ
と
ば
し
り
沸
き
た

て
る
水
川

に
ひ
ろ
が

三
二

る川
下

の
わ
が
渡
り
た
る
橋
見
え
ず

い
く

つ
か

の
橋

に
さ
え
ぎ

ら
れ
た

り

(
『
雪
眼
』
)

和

田
周
三
は
、
よ
く

<
橋
〉
を
う
た
う
。
保
田
與
重
郎

の
言

う

「
日
本

の
橋

」
を
待

つ
ま

で
も

な
く
、
〈
橋
〉

は
、

何
か
と
何

か
を
繋
ぐ
も

の

で

あ
り
、

西
欧
的
な
侵
略
と
し

て
の
水
平
志
向

の
橋

か
ら
日
本
的

な
地
上

と

天
上
を
繋
ぐ
垂
直
志
向

の

〈橋
〉

ま
で
、
様
々
に
想
像
力
を
か
き
立

て
る
。

和
田
周
三
は
、

そ
う
し
た
宇
宙
空
間

の
中
間
点

に
あ
る
橋

の
真
ん
中

に
ど

っ

か
と
立
ち
、
自
己

の

「
私
」
を
据

え
て
何

か
を
見
据

え
て
い
る
。

大
げ
さ

に
言
え
ば
周
三

に
と

っ
て
、

こ
の

「橋
」

は
、

何
者

か
を
見
る

た
め

の

〈装

置
〉

で
あ

る
と
言

っ
て
も
良

い
か
も
知

れ
な

い
。
「
わ
れ

に

近
づ
」
く
人
を
見

る
た
め

で
あ

り
、
「
広
き
川

面
」

や
、

「
街
裏

の
水
上
見

え
ぬ
流
れ
」

や

「
道

の
下

よ
り
ほ
と
ば

し
り
沸

き
た

て
る
水
」
を
見
る
た

め

で
あ
り
、
先

ほ
ど
渡

っ
て
き

た

「橋
」
を
再

び
確
認
す
る
た
め

の
橋

で

あ

っ
た
り
す

る
。

ま
た
、
「
歩
道
橋
」

と
題
す

る
面
白

い
歌

が
あ
る
。



歩
道
橋

渡

る
人

な
く
雪
空

に
歩

道
橋
高

け
れ
ど
足
あ
げ

て
渡
ら
ん

見
下

ろ
せ
る
歩
道
橋
下

に

つ
ぎ

つ
ぎ
と
入
り
来
る
自
動
車

の
屋
根
汚

れ
た
り

ご
み
散

れ
る
歩
道
橋
上
雲
近

し

「
誰
が
掃
除
す
る

の
で
し

ょ
う
」

歩
道
橋

が
民
家

の
窓

に
触

る
る
と

こ
ろ
不
透
明

の
坂
見

て
下

る
べ
し

歩
道
橋

は
下

り
る
ほ
か
な
き
ふ
く
み
声

「
こ
こ
の
階
段
急
す
ぎ

る
の

ね
」

(『
環
象
』
)

先

ず
、
雪
空

に
向

か

っ
て
足
を
高
く
上
げ
な
が
ら
歩
道
橋
を
登

っ
て
い

く
。
和

田
周

三
得
意

の
垂
直
志
向

で
あ
る
。
そ
し

て
歩
道
橋

に
立

つ

「
わ

れ
」

を
中
間
点

に
し
な
が
ら
、
橋

下

の

「
自
動
車
」
を
見
、
「
雲
」
を
見
、

「
民
家

の
窓
」

を
見

る
。

そ
し

て
、

「
こ
こ
の
階
段
急
す
ぎ
る

の
ね
」
と
言

う
下
界

の
声
を
聞
き

な
が
ら
下

っ
て

い
く

の
で
あ
る
。

「
わ
れ
」

の
眼
か

ら
見
る
自
動
車

は

「汚

れ
」
、
下

界

の
民
家

は

「
不
透
明

の
坂
」

を
見
せ

て
い
る
。
「
わ

れ
」

の
志

に
く

ら

べ
、
橋
下

の
な
ん
と
薄
汚
れ
、

不
透
明

で
あ
る
か
を
確
認
す

る
か

の
如
き

で
あ
る
。
「
橋
」

も

「
歩
道
橋
」

も
現

実
を
見
、
現
実
を
透
視

し
て
う
た
う
に
、
格

好

の

〈
装
置
〉

で
有
る
か

の

ご
と

く
機
能
し

て
い
る
。

和
田
周
三
論

W

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

の

「
坂
」
や

「
雲
」

和

田
周

三
は

「歩
道
橋
」

に
登

り
、

橋
下

の
自
動
車

や
民
家

の
現
実
を

よ

く
見

て
い
る
と
言

っ
た
が
、

実

は
、

そ
れ
以
上

に
橋
上

の

「
雲
」

や

「
空
」
を
見

る
歌

が
多

い
。

仰
向
き

し
ば

か
り
に
見
た
り
中
天

に
相

衝

つ
ご
と
き
雲

の
ゆ
き
か

い

仰
向

か
ぬ
限

り
目

を
刺
す
青

さ
な
し
乳
色

に
じ
む
低
山

の
空

(
『
雪

眼
』
)

「
雲
」
を
見

る
と
き
も

「
低
山
」

を
見
る
と
き
も
、
そ

の

「
仰
向
き
」

の
ア
ン
グ

ル
が
氏
独
得

の
短
歌

を
形
象

化
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
第

一
歌

集

『
微
粒
』

か
ら
第
八
歌
集

『越
冬
』
ま

で
の
八
歌
集
を
通
読
す

る
と
き
、

「
坂
」

や

「
高
原
」
「
崖
」

「丘
陵
」

「斜

面
」

と
言

っ
た
、
や
や
斜
め
向

こ

う

の
、

そ
し

て
目
線

の
や
や
高

い
こ
ろ
が
数
多

く
う
た
わ
れ

て
い
る

こ
と

に
気
づ
く
。
例

え
ば
、
「
坂
」

と
題

し
た
次

の
よ
う
な
歌

が
あ
る
。

坂

坂

の
行
手
お
り
き
し
ど

ん
底
見

え
ず
し

て
再

び
上

り
と
な
れ
る
と

こ

三
三



和
田
周
三
論

ろ
見

ゆ

わ
が
道

よ
り
い
さ
ぎ
よ
き
さ
ま

に
そ
り
か
え
り
分
か
れ
た

る
坂

は
行

手
を
見

せ
ず

わ
れ
無

用

の
者

な
れ
ば
入
ら
ず
構
内

の
舗
装
路
か

た
む
き

て
坂
と

な

る
見
ゆ

こ
の
坂
を
登
れ
ば
平
坦
な
る
道

に
合
う
と
わ
れ
熟
知
せ

り
涙
ぐ
ま

し

も坂
道
が
よ
り
そ
う
ご
と
く
平
坦
な

る
道

に
合

う
と

こ
ろ
舗
装

さ
れ
た

り片
肺
を
失

い
し
友
が
息

は
ず
ま
す
坂

は
落
書
も
あ

ら
ぬ
塀

ぞ
い

急
坂
を
下
り

つ
つ
洩
ら
す
わ
が

こ
と
ば
た
ち

ま
ち
突
き
上
げ

ら
れ
て

も

つ
れ

ぬ

だ
ら
り
と
垂
れ
た

る
さ
ま

に
土
色

の
坂

は
る
か
な
り
わ
が
く
だ
り
来

し

(『
雪
眼
』
)

和

田
周
三

に
と

っ
て

「
坂
」

と
は
、
〈
登
り
〉

と

〈
降
り
〉
を
包
摂

し

た
現
実

で
あ

り
、

ま
だ
見

ぬ
世

界
を
見
る
パ
ー

ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
と
し

て
の

未
来

で
あ

り
、
す

ぎ
去

っ
た
人

や
過
去
を
思

い
出
さ
せ
る
も

の
で
も
あ

っ

た
。

こ
の

「坂
」

に
対
峙

す
る
視
角
45
度

の
仰
視
野
と
、
同
じ
く
視
角

45

三

四

度

の
俯
瞰
視
野

こ
そ
周
三
短
歌

の
根
源
に
ひ
そ
む
特
異
な
視

角

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

「
坂
」

の
更
な
る
上

の

「雲

」
や

「
空
」

そ

の
も

の
を

う
た

っ
た

作
品

も
ま
こ
と
に
多

い
。

碧

空

風
に
向
き
ま
ば
た
く
視
野
は
光
る
と
も
翳

る
と
も
あ
ら

ぬ
石
く
れ

の

道身
を
め
ぐ
る
瓦
礫
広
が
る
果

て
遠
く
解
か
れ
む
ば
か

り
澄
む
山

の
襞

揺
れ
や
ま
ぬ
枝

に
と
ま
ら
む
羽
ば
た
き

の

一
時

の
間
も
我

に
明

ら
か

鉄
柱

の
赤
錆
び
し
肌
華
や
げ
り
ぎ
り
ぎ
り
と
空

の
蒼

が
迫

る
に

吸
上
げ
ず
な
り
し
ポ

ン
プ
を
悲
し

み
て
我
を
呼

ぶ
妻
も
澄

め
る
陽

の

中

(
『
微
粒
』
)

歌
人

・
和

田
周
三
が

「
雲
」

や

「
空
」

を
う
た
う
と

き
、

「
坂
」

で
見

せ
た
視
角

45
度
か
ら
視
角
90
度

に
限

り
な
く

ア
ン
グ

ル
が
上
昇
し

て
い
く
。

「
風
」
を
う
た
い

「
山

の
襞
」

を
う
た
い
、
「
羽
ば
た
き
」

の
鳥
を
う
た

い
、

「
空

の
蒼
」
を
う

た
い
、

「澄
め

る
陽
」
を

う
た
う
。

こ

の
時
、
た
ん
な
る

風
景

や
事
象

は
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

う
た
う

〈
私
〉

で
あ
る
和
田

周
三

の
精
神

の
孤
高

と
潔
白

と
純
粋

と
を
も
あ
ら
わ
し
、
精
神

の
高

み
に



む
か

っ
て
止
揚
さ
れ
、
象
徴
性
を
獲
得
し

て
い
く
の

で
あ
る
。

皿

現
実
的
新
抒
情
主
義
の
継
承
者

学
生
時
代
、
「
近
代
文
学
史
」
「
近
代
文
学
講
読
」
を
始
め
様

々
な

こ
と

を
教
え

て
い
た
だ
い
た
。
与
謝

野
鉄
幹

の
、

「
わ
れ
男

の
子
意
気

の
子
名

の
子

つ
る
ぎ

の
子
詩

の
子
恋

の
子
あ

＼
も
だ
え

の
子
」
を
訳

し
な
さ
い
と

い
わ
れ
、

す

べ
て
最
後

の
所

の

「
子
」

の
と

こ
ろ
を

「
児
」

と
訳

し
て
し

ま

っ
て
注
意

さ
れ
た

こ
と
も
あ

っ
た
。
実

は

「
子
」
と
言
う

の
は
子
供

の

こ
と

で
は
な
く
、

一
個

の

「
人
間
」
を
さ
す

こ
と
を
失
念
し

て
い
た
の
で

あ
る
。

三
回
生

の
時
学

ん
だ

「
近
代
文
学
演
習
」

は
四
十
年
た

っ
た
今

で

も

そ
の
ひ
と

コ
マ
が
ヴ

ィ
ヴ

ィ

ッ
ド

に
思

い
出
さ
れ

る
。

私

は
、
泉
鏡
花

の

『
夜
行

巡
査

』

(明
28

・
4
)
を
発
表
し
た
。

公
使
館

の
辺

を
行
く
そ

の
怪
獣

は
八
田
義
延
と

い
ふ
巡
査
な
り
。

渠

は
、
明
治

二
十
七
年
十

二
月
十

日

の
午
後
零
時
を
以

つ
て
某
町

の

交
番
を
発

し
、

一
時
間
交
代

の
巡
回

の
途

に
就
け
る
な
り
。

其
歩
行

や
、
比

巡
査

に
は

一
定

の
法

則
あ
り

て
存
す

る
が
如
く
、

晩

か
ら
ず
、
早

か
ら
ず
、
着

々
歩

を
進

め

て
路
を
行
く

に
、
身
体

は

屹
と

し
て
立
ち

て
左
右

に
寸
毫

も
傾
か
ず
、
決
前
自
若
た
る
態
度

に

和
田
周
三
論

は

一
種
犯

す

べ
か
ら
ざ

る
威
厳
を
備

え

つ
。

(中
略

)
然
れ

ど
も
渠

は
其
職
掌
を
堅
守
す

る
た
め
、
自
家

が
確
定

せ
し
平
時

に
於

け
る

一

式

の
法
則
あ
り
。
交
番
を
出

て
行
曲

が
り
の
道

を
巡
り
、
再

び
駐

在

所

へ
帰
る
ま

で
、
歩
数
約
三
万
八
千
九
百
六
十

二
と
。
情

の
た
め
に

道
を
迂
回
し
、
或
は
疾
走
し
、
緩
歩
し
、
立
停
す

る
は
、
職
務

に
尽

く
す

べ
き
責
任

に
対
し

て
、
渠
が
屑
と
せ
ざ
り

し
所

な
り
。

(
『夜
行

巡
査

』)

主
人
公

の
八
田
義

延
巡
査
は
、
ま

こ
と

に
、

こ
れ
以
上

な
い
と

い
う
堅

物

と
し

て
描

か
れ

て
い
る
。
時
は
、
明
治
二
十
七

(
一
八
九

四
)
年
十

二

月
十

日
。
場
所

は
東
京
麹

町

一
番
町

の
英
国
公
使
館
前
か
ら
始
ま

る
。
八

田
巡
査

は
、

一
時
間

ご
と
の
巡
回

に
出

て
、
毎

日
三
万
八
千
九
百
六
拾

二

歩

の
ミ
ク

ロ
の
歩

み
を
き

っ
ち
り
と

こ
な
す
。
職
務

に
忠
実

で
、
迂
回
、

疾
走
、
立
ち
止

ま
り
を

一
切

し
な
い
。

そ
し

て
何
よ
り
も

こ
の
八
田
巡
査

の
特
徴
が

よ
く
出

て
い
る
と
こ
ろ
は
、

自
分
が
見

て
き
た
も

の
に

つ
い
て

は
全
幅

の
信
頼
を
置

き

一
切
振

り
向
か
な
い
と

い
う
所

に
あ
り
、
自
己

の

〈
眼
〉

に
対
す

る
リ
ア
リ
ズ
ム

の
信
奉

に
あ

っ
た
。
ち

ょ
う
ど

こ
の
頃
、

塚
本
邦
雄

の
言

う
幻
視

の

「
眼
」

に
も
影
響

さ
れ

て
い
た
私
は
、

こ
の
厳

格
な

ミ
ク

ロ
の
リ

ア
リ
ズ

ム
に
も
圧
倒

さ
れ
、

こ
の

〈
眼
〉

の
リ

ア
リ
ズ

三
五



和
田
周
三
論

ム
を

こ
そ
イ

エ
ス
の
十
二
弟
子

の

一
人

で
あ
る
使
徒

・
ト

マ
ス
に
も
対
当

出
来
る
リ

ア
リ
ズ

ム
の
極
地

で
あ

る
と
思

っ
た
も

の
で
あ

る
。

ト

マ
ス
は
、
イ

エ
ス
の
亡
く
な

っ
た
後
、
三

日
目

に
復
活
し
た

イ

エ
ス

に
向
か

っ
て

「
わ
た
し
は
、
そ

の
手

に
釘
あ
と
を
見
、

わ
た
し

の
指
を

そ

の
釘
あ
と

に
さ
し
入
れ
、
ま
た
、
わ
た
し

の
手
を

そ
の
わ
き

に
さ
し
入

れ

て
み
な
け
れ
ば
、
決
し

て
信
じ
な

い
」

(「
ヨ

ハ
ネ

に
よ
る
福
音
書
」
第

二

十
章
)
と
言

っ
た
弟
子

で
あ
る
。
当
時

の
私

は
、

こ
の
ト

マ
ス
の

〈眼
〉

の
リ
ア
リ
ズ

ム
と

〈
手
〉

の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

こ
そ
ア
ラ
ラ
ギ

の

写
生

に
対
置

で
き
る
究
極

の
リ

ア
リ
ズ

ム
と
思

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

そ

れ

で
八
田
巡
査

の
、
絶
対
的
な
自
己

の

〈
眼
〉

に
対
す

る
リ
ア
リ
ズ

ム
の

信
奉
に
も
殊

に
ひ
か
れ
、
,
そ
れ
を
強
調
し
な
が
ら
発
表
し
た
も

の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
和
田
先
生
は

い

つ
も

の
穏

や
か
な
調
子

で
、

①

こ
の

『
夜
行
巡
査
』
が
書
か
れ
た
約
百
年
前

の
、
明
治

二
十
七
年

当
時

に
お
け
る

「
歴
史
的
社
会
的

な
力
」

と
日
清
戦
争
と

い
う
時

代
背
景
を
考
慮

に
入
れ

て
発
表
す

る
こ
と
。

②

八
田
巡
査

の
よ
う
な
日
常
茶
飯
的
、
観
念
的
な

〈目
〉

で
は
な
く
、

も

っ
と
奥
深

い
と

こ
ろ
に
あ

る
本
当

の
現
実

と
真
実

の
リ

ア
リ
ズ

ム
を
考
え

て
お
く

こ
と
。

③

こ
の
作
品

で
、
泉
鏡
花
が
真

に

「
象
徴
」

し
た
か

っ
た
も
の
が
何

三
六

で
あ
る
の
か
、

と
言
う

テ
ー

マ
を
考
え

て
お
く

こ
と
。

等

の

ア
ド
バ
イ

ス
を
し

て
下
さ

っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
三

つ
の

ア
ド

バ
イ

ス
こ
そ
、

先
生

が
拠

っ
て
立

た
れ

て
い
た

「
ポ
ト

ナ
ム
」

の

「
現

実
的
新
抒
情
主

義
」

に
基

づ
い

て
い
た
、

と
気
づ
く

の
は
ず

っ
と
後

に
な

っ
て
か
ら

で
あ
る
。

先
生

は

「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

に

つ
い
て
、
評
論
集

『
現
代

の
構
想
』

(昭

56

・
12
)

の
中

で
次

の
よ
う

に
言

っ
て
お
ら
れ

る
。

「
現
実

的
新

抒
情
主
義
」

に
は
三

つ
の
基
本
的

な
命
題
が
あ

る
。

一
つ
は

「
現
実

」
と
は
何
か
と

い
う

こ
と
。
二

つ
に
は
、
表
現

の
対

象

は

「
現
実
感

」

で
あ
る
と

い
う

こ
と
。
三

つ
に
は
、
表
現

の
方
法

と
し

て

「
象
徴
」
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
。

第

一
の

「
現
実
」

の
定
義
は
、
時
代
を
動
か
し
、

わ
れ
わ
れ
の
生

活
を
左
右
す
る
歴
史
的
社
会
的
な
力

で
あ

る
と

さ
れ
て
い
る
。
当
時

(
昭
和
八
年
)

の
社
会
的

不
安
と
混
乱

が
、

そ

こ
に
述

べ
ら
れ

て
い

る
が
、

そ
れ
ら

の
社
会
的

現
象
を
作

り
出

す
根
元
的

な
力
は
、

「帝

国
主
義
時
代

に
入

つ
た
資
本
主
義

の
持

つ
」
物

で
あ
り

「世

界
恐
慌

の
中

の

一
環
」
を
な
す
も

の
と
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実

こ
そ

は
、

わ
れ
わ
れ

の
生
命

を
も
左
右
す

る
凶
暴
な
力

そ
の
も

の
で
あ
る
。



こ
の
現
実
と

の
対
決

の
場

に
お
い
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

の
生
活
意
志

は
真
実
を

は
ら

み
、
具
体
性
を
も

つ
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ

の
言
う
現
実
と

は
、
決
し

て
日
常
茶
飯

の
雑

事
や
世
相
、
風

俗
的
な
皮
相
な
現
象
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
今
日
ま

で
に
常
識
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
も
し

れ
な
い
が
、

な
お
確
認
す
る

必
要
が
全
く
な

い
と
言
う
わ
け

で
は
な
い
。

第

二
の
命
題

は
、

「現
実

」
を
歌

う

の
で
は
な

く

「
現
実
感
」

を

歌

お
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
。
短
歌

は

「現
実
」

そ
の
も
の
を
、

あ

る

い
は
現
実

へ
の
理
解
を
歌
う
も

の
で
は
な
い
。

そ
の
現
実

と
の
対

決

の
場

に
生

じ
る
わ
れ

わ
れ

の
感
情
を
歌

う

の
で
あ

る
。
「
い

つ
は

ら
な

い
現
実
感
を
生
々
と
抒
情
す

る
こ
と

は
、
短
歌

の
根
本
的

な
原

則
的
格
律

で
あ
る
」
と
言

い
、

「
我

々
の
現
実
感
を
、

い
か

に
生

々

と
抒
情

す
る
か
と
言
ふ
、
あ

の
素
朴
な
し
か
し
基
本
的
な
原
則
」

と

も
言
う
。
我

々
が
今
日

の
現
実
を
知
識
的

に
理
解
す

る
こ
と
も
決

し

て
容
易

な

こ
と

で
は
な

い
が
、
そ
れ
を
理
解
し

た
と
し

て
も
、

そ
の

理
解

し
た
と

こ
ろ
を
述

べ
る

の
は
文
学

の
仕
事

で
は
な

い
。

こ
の
理

解

を
も
ち
な
が
ら
、

生
活

の
面

に
生
起
す

る
さ
ま
ざ
ま

の
現
象
を
活

発

に
と
ら
え

て
、
そ
こ
に
感
慨
を
も
ち
、
情
感
を
も

つ
。
そ
の
情
緒
、

息
吹

き
、
生
命

の
揺

ら
ぎ
は
生
活

の
面

に
生
起
す

る
も

の
で
な
け
れ

和
田
周
三
論

ば
な
ら
な

い
。
し
た

が

っ
て
誠
実

な
る
生
活
者

は
、
逆

に
そ

の
生
活

を
通
じ

て
、

や
が

て
今

日
の
現
実

の
真
実
を

つ
か
み
う
る
可
能
性
を

も

つ
。
よ
う
す

る
に
短
歌

は
生
活

の
中

で
歌

わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

と

こ
ろ

で
、
歌
わ
れ

る
も

の
は
、

こ
れ
ら
の
生
活

の
場

に
生

起
す

る
感
慨

で
あ

る
が
、
題
材
と
し
て
は
何
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
べ
き
か
。

そ
れ
が
第
三

の
命
題

で
あ

る
。

第
三

の
命
題

は
、
表
現

方
法
と
し

て
の

「
象
徴
」

で
あ

る
。

(中

略
)
短
歌
と

い
う
微
小
な

　
詩
形

に
我

々
の
肉
体

の
陰
影

を
余

す
と

こ
ろ
な
く
投
射
す
る

こ
と
、
我

々
の
持

つ
過
去

の
本
質

が
、
短

い
詩

形
に
凝
集
さ
れ
る

こ
と
、

一
首

一
首
以
前

の
す

べ
て
を
注

ぎ
こ
む
こ

と
、

こ
れ
ら
す

べ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
生
活
お
け

る
時
間
的
空
間
的

な

全
体

を
表
現
し
よ
う
と
す
る

こ
と
を
念
願
と
し

て
い
る
こ
と
ば

で
あ

る
。

一
首

の
歌

に
、
全
体
を
歌

い
こ
も
う
と
す

る
こ
と

は
、
と

り
も

な
お
さ
ず
象
徴

の
方
法

で
あ
る
。
象
徴
と
は

一
つ
を
も

っ
て
全
体
を

表

現
す
る
も
の

で
あ
る
。
(
「
わ
れ
わ
れ

の
基
本
的
な

三

つ
の
命
題
」
)

こ
の

「現
実

と
は
何

か
」、

「
表
現

の
対
象
は
現
実
感
」
、
「
象
徴
」

の
三

つ
の
命

題

こ
そ
、

「
ポ

ト
ナ
ム
」

の

「
現
実
的
新

抒
情
主
義
」

の
骨
子

で

あ

り
、
す

ぐ
る
四
十
年
前

の
学

生

で
あ

っ
た
私

に
指
摘
し

て
く
だ
さ

っ
た

三
七



和
田
周
三
論

三

つ
の

こ
と

と

重

な

っ
て

い
た

の
だ

、

と

今

ご

ろ

に

な

っ
て
思

う

よ

う

に

な

っ
た

も

の

で
あ

る

。

三
八

こ
と
を
実
践

し

て
う
た
う
若
き
獅
子
た

る
周
三

の
顔
が
此
処

に
は
あ

る
。

こ
の
期

の
作

品

に

つ
い
て
、
弟
子

の

一
人

で
あ
る
上
田
博

は
次

の
よ
う
に

言

っ
て
い
る
。

皿

安
保

・
デ

モ
そ
し

て
学
究
者

の
良
心

『
微
粒
』

の
昭
和
二
十

四
年

に
は

「
清
き
憎
悪
」
と
題
す

る
四
十

二
首

の
歌
が
組
ま
れ

て
い
る
。
既

に
、
昭
和

二
十

一
年

四
月

に
は
小
泉
苳

三
の

推

挽

に
よ

っ
て
立
命
館
大
学

予
科
教
授

に
な
り
、

「
く

さ
ふ
ち
」

に
も
参

加

し
学
者
と
し

て
、
歌
人
と
し
て
の
出
発
点
に
立

た
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

旗
幟

新

し
き
社
会
を
恋

ふ
る
歌
声

に
我
が
声
あ

は
す
陽
も
潔

し
く
て

白
日

に
ス
ク
ラ
ム
く
あ

る
腕

よ
り
五
体

に
響
き
鳴

り
や
ま
ぬ
も

の

ジ
グ
ザ
グ

に
怒
号
し
駆
け

る
集
団

の
後
尾

に
遂

に
歯
を
喰

い
し
ば
る

流
血
を
伝
ふ
る
歌

の
高
な
り
を
背

に
も
前

に
も

し

つ
つ
我

が
堪

ふ

か

に
か

く

に
正

義

を
祈

る
能

動

の
思

ひ
さ

や
け

く
書

斎

に
帰

る

(
『
微
粒
』
)

軍
国

主
義
化

し
た
集

団
主
義

の
敗
北

し

た

こ
の
国

に
、

強
力

な

〈
個
〉

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ

る
新
し

い
社
会
を
建
設

し
な
け
れ
ば

な

ら
ぬ
。

こ
の
意

味

で
、

〈
学
問
を
学
問

と
し

て
〉
建

て
よ
う
と
意
志

す
る
和
田
周
三
は
書
斎

に
自
閉
す

る
人

で
は
な

い
。
戦
争
期

に
暴
威

を
ふ
る

っ
た
右

の
全
体
主
義
、
集
団
主
義

は
、

そ
の
圧
力

の
下

に
左

の
全
体

主
義
、
集
団
主
義
を
育

て
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
両
極
対
立

は
戦
後
社
会

の
再
建

に
希
望
を
託
し
た
知
識
人
を
も
巻

さ
込
ん
で
深

刻

な
状
況

が
進

行
し
た
。

〈
個
〉

の
前
途

は
す

で
に
し

て
晴
朗

で
は

な

い
。

〈個

を
さ
ぐ

り
て
陽

の
し
ば

ら
く
は
落
ち

ぬ
〉

と
観
察

し
た

目
を
想
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
〈
陽
〉
が
沈

ん
で
ゆ
き
、

〈空

の
蒼
〉

も
甍

の
果

て
に
消
え
ゆ
く
時
を
ま

ぬ
が
れ

る
こ
と

は
で
き

な
い
。
焦

燥
は

身
を
噛
み
、
や
が

て
は

〈
墓
場
的
平
安
〉
が
想
念
を
捉

え
る

の
で
あ

る
。

(「
微
熱
あ

る
身

に
風
徹

る
」

〈
ポ
ト
ナ
ム
〉

平

12

・
7
)

敗
戦

後

の
日
本

に
お

い
て
、
ま

さ
に
第

一
線

の
学
者
と

し
て
、
歌
人

と

し

て
と
ば

口
に
立
ち
、
未
来

を
見
す
え
、

「
い
か

に
生

き
る
か
」
と
言

う



安
保
闘
争

彼
等

の
み
単
独
採
決

せ
し
と
い
う
血

の
ひ
き
ゆ
く
を
知
り
立
ち

つ
く

す権
力

の
悪

こ
そ
憎

し
書

き

て
い
し
原
稿

を
お
き

て
デ
モ
せ
ね
ば
な
ら

ぬ

(『
雪
眼
』
)

『
雪
眼
』

の
時
期

は
、

ち

ょ
う
ど
私

や
上

田
博
、

國
末

泰
平
氏
等
と
立

命
館
大
学

に
入
学
し

た
昭
和

三
十

五

(
一
九
六

O
)

年

の
六
O
年
安
保

の

年

に
も
か

さ
な

る
。
立
命
館
大
学

の
広
小
路
学
舎

か
ら
京

都
市

役
所
前
を

と
お

っ
て
四
条
河
原

町
の
交
差
点

で

フ
ラ

ン
ス
デ

モ
を
し

て
、

円
山
公
園

に
行
く
と

い
う
定
番

の

コ
ー

ス
が
あ

っ
た
。

そ
の
頃

の
歌

で
あ
る
。
立

命

館
大
学

に
お

い
て
は
、
学
生
も
教
師
も

一
団
と

な
り
、
手

を
く
み
、

デ

モ

に
行
け
た
時
代

で
あ

る
。

紛
争

学
園
を
興

さ
ん
意
志

は
解
せ
ど
も
怒
号
と
破
壊

は
容

れ
ず

わ
が
皮
膚

団
交

の
終
り
し
時
点

に
あ
る
月

の
ど
う
見

て
も
下
部

い
さ
さ
か
欠

け

る

(『
環
象
』
)

和
田
周
三
論

昭
和

四
十
五

(
一
九
七
〇
)
年

の
七

〇
年

安
保
を
前

に
し

て
、
学
生
運

動

は
、
ま

こ
と

に
過
激

に
な
り
、
立
命
館
大

学
を
は
じ
め
同
志
社
大
学
、

京
都
大
学
、
東
京
大
学
と
学
生
運
動
家

に
よ

っ
て
大
学

の
キ

ャ
ン
パ
ス
が

つ
ぎ

つ
ぎ
と
占
拠

さ
れ
、
閉
鎖

さ
れ
始

め
た
。

そ
う
し
た
中

で
、
教
師
と

し

て
、

イ

ン
テ
リ
ゲ

ン
チ

ャ
ー
と
し

て
の
ギ
リ
ギ
リ

の
叫
び
と
煩
悶
と
怒

り
と
躊
躇
が

こ
れ
ら

の
歌

の
中

に
は
込

め
ら
れ

て
い
る
。

は
る
か

に
も
鐘

つ
く

ら
し
く
戦
車

ゆ
く
ら
し
く
夜
明
け
を
目
覚
め

つ

つ
あ
り

戦

い
の
火

の
色
な
ら
ず

ス
ト
ー
ブ

の
澄

み
た
る
朱

に
寄
り
い
る
日
頃

(『
揺
曳
』
中

「
藍
墨
」
)

戦
争
を
憎
め
る
よ
り
も
軍
隊
を

さ
ら
に
古
参

の
兵

を
憎
み
き

暁
闇

に
目
覚

あ
た

る
よ
り
眠

れ
ざ

る

こ
の
繊
弱
を

も

た
じ
金
大
中

(『
暁
闇
』
中

「
暁
闇
」
)

つ
づ
く
第

四
歌
集

『
揺
曳
』

(
昭
56

・
8
)
、

第
五
歌
集

『
暁
闇
』

(昭

61

・
10
)

の
中

に
も
、
時
と
し

て

「
戦
争
」

や

「
軍
隊
」

が
、

そ
し

て
為

政
者

「金
大

中
」

が
彷
彿
し
、

こ
う

い
う
か
た
ち

で
う
た
い
続

け
ら

れ
て

い
る

こ
と
に
も
注

目
し

て
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

三
九



和
田
周
三
論

皿

晩
年
の
作
品
の
成
熟

第
六
歌

集

『
往
還
』

(
平
2

・
5
)

あ
た

り
か
ら
和
田
周
三

の
歌

は
軽

み
を
ま
し

て
い
く

こ
と

に
な
る
。
立
命
館
大
学

退
職

の
あ
と
、

大
学
院
教

授
と
し

て
通
わ
れ

て
い
た
大
谷
女
子
大
学

を
も
退
か
れ
た
昭
和
六
十

一
年

頃
か
ら

の
歌

で
あ

る
。

夏

日

紫

に
隣

り
て
咲

け
る
白
桔
梗

今
年

は
紫

の
縞
を
も
ち
た
り

三
度

四
度
蚊

を
打

ち
そ

こ
ね
手

の
ひ
ら

の
二

つ
な
が
ら

に
同
じ
き
痛

さ夾
竹
桃
赤

き

に
ま
じ
り
白
き
花
二

つ
三

つ
咲
け
り

四
十
年
経
ち

ぬ

堤
防

の
か
な
た
そ
り
身
と
な
り
な
が
ら
牽
か

る
る
男
と
鎖
と

が
見

ゆ

山
上

の
眺
あ
素
晴
し
人
間

の
姿
ま

つ
た
く
目

に
入

ら
ず

し
て

電
線

に

シ
ル

エ
ッ
ト
な
す
鳩
数
羽
す

べ
て
東
天

に
向
く

よ
う
に
見

ゆ

上
層
に
輝

き
南
す

る
雲
と
低
く
小
暗
く
北

へ
馳
す

る
と

我
が
影

の
レ
ー
ル
に
落

つ
る
な
が
あ

つ
つ
心

う

つ
ろ
に
列
車

を
待

て

り自
が
堀
り
し
穴

に
雨
水
な

み
な
み
と
湛

う
る
を
犬

い
か
に
な
が
む
る

四
O

大
声
は
怒
れ
る
な
ら
ん

ゆ
き
ず
り

の
窓
す
ぎ

て
も

ろ
く
戦
げ

る
心

読
者
よ
り
藤
尾
死
な
さ

ぬ
よ
う

に
と

の
声
あ

る
も
断
固
無
視

せ
り
漱

石

(『
往
還
』
二
三
七
)

こ
の
期

の
作
品

に

つ
い
て
氏
自
身

「作
風

は
、

お
お
む
ね

『
暁
闇
』

の

延
長
上

に
あ

る
と
言

っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

も
し
変

わ

っ
た
と

こ
ろ
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
淡
泊

に
な

っ
た
こ
と
と
、

あ
る
種

の
軽
み
が
増
し
た

こ
と

ぐ
ら

い
で
あ

ろ
う
か
」

(『
往

還
』

あ
と
が
き
)
と
言

い
、
是
ま

で
の
作
品

に
較

べ
、

「
淡
泊
」

に
な

っ
た
こ
と
と

「
軽

み
」

が
ま
し

た
こ
と
を
強
調

さ
れ

て
い
る
。
然

し
、

一
首

目

の
歌

に
代
表

さ
れ
る
よ
う

に

「
白
桔
梗
」

を

う
た
い
な
が
ら
も

「今
年

は
紫

の
縞

を
も
ち
た
り
」
と
う
た

い
、

そ
の

視
角

の
斬
新

さ
と
発

見
に
は

い
さ
さ
か

の
衰
え
も
み
え
な

い
。

一
見

「
淡

泊
」

な
作

風

の
よ
う
に
見

え
な
が
ら
、
そ

の
作
風
は
、
成
熟
し

て

「
ポ

ト

ナ
ム
」

の
掲

げ
る
「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」
の

「
現
実
感
象
徴
」

の
具
現

に

向

か

っ
て
作
風
を
確

立
し

つ
つ
あ
る

の
で
あ

る
。

春
雷

砲
声
と
聞
き

て
覚
め
し
も
春
雷
か
待

つ
と
し
も

な
く
再

び
鳴

り
ぬ

届
き
た
る
大

い
な

る
箱
夢
な
り
と
気
付
き

た
る
よ
り
開

く
能

わ
ず



夜

の
明
け
は
紛
う
か
た
な
し
共

に
寝

ね
し

〈未
来
〉

と
い
う
が
牙
む

き
は
じ
む

ビ

ニ
ー
ル
の
袋
光
る
が
ま
ず

は
目

に
わ
が
朝
覚
め

の
荘
重

な
ら
ず

マ
ラ
ソ
ン
の
少
女
ら
氷
雨
降

る
な
か
を
走
れ

り
自

ら
の
意
志

も

つ
は

た
し
か

車
窓

に
て
乾
き
し
雨

の
白
き
筋

の

一
つ
と
ぎ

れ
て
先

は
玉

な
す

車
中

に

て
し
ば
し
寝
し
か
白
け
た

る
険
し
き
坂

に
喘
ぐ

と
て
覚
む

覚

め
た
れ
ば
車

窓

の
眺
め
雪
国
な
り
驚
く

こ
と
も

な
き

に
お

ど
ろ
く

徐
行

せ
る
列
車

カ
ー
ブ
に
か
か
り
き

て
常
知
ら
さ
ざ

る
傾
き
を
見
す

第
七

歌
集

『
春
雷

』

(平

5

・
9
)

は
、

ま

こ
と

に
読

み
応

え

の
あ

る

円
熟

し
た
歌
集

で
あ
る
。
だ

が
、

こ
の
期

の
最

後

の
あ

た
り
、

〈
ポ

ト
ナ

ム
〉
代
表

の
頴

田
島

一
二
郎

の
死
去

と

い
う
誠

に
大
き
な
問
題

に
直
面

さ

れ

る
こ
と

に
な

る
。

「
こ
の
出
版

の
準

備

は
、

す

で
に
昨
年

の
暮

れ

に
始

め

て
い
た

の
で
あ

る
が
、

思

い
が

け
な

い
こ
と

に
、

こ
の

一
月
、

『
ポ

ト

ナ
ム
』

の
代
表
委
員
、
頴

田
島
氏

が
急

逝
さ
れ

て
、
私
が
後
を
継
ぐ

こ
と

に
な

っ
た
」
と
言

い
、
最
後

に
自

己
の
歌

風
に

つ
い
て

「
私

の
歌
風

に

つ

い
て
は
今
更
喋

々
し

な
い
。
小
泉
先
生
強

唱
の

『
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

和
田
周
三
論

の
真
髄

に
そ
く
し
た

『
現
実
感
象
徴
』
を
念
願

と
し
て
い
る
と

い
う

に
止

あ
よ
う
」

(
『
春
雷
』

あ
と
が
き
)
と
言

い
、
「
現
実
感
象

徴
」

に
向

か

っ

て
邁
進
し

て
ゆ
く

こ
と
が
、
静
か

に
、
だ
が
力
つ

よ
く
語

ら
れ

て
い
る
。

過
程

ど

こ
を
ど
う
走
り

て
い
る
も
過
程

に
て
終
着
駅

の
あ
る
は
知

り
お
り

終
着

駅
知

り

て
は

い
る
も

こ
の
過
程

こ
そ
は
ま

こ
と
の

〈現
実
〉

と

知

れ
一
月

の
四
日

に
花
を
開
き
た
る
盆
栽

の
梅

は
幸
か
不
幸

か

冬
も

な
お
咲

く
花

の
あ
り
不
思
議
と
は
言
え
ざ
り
我
も
生
き

い
る
な

れ
ば

金
星

の
き
ら
め
き
譬

う
る
も

の
の
な
し
地
上

に
あ

る
も

の
凡

そ
知

れ

れ
ば

忘
却

と
は
忘

れ
去

る
こ
と
と
政
治
家
は
演
技
な

つ
か
し
く
繰

り
返
す

な
り

(『
越
冬
』
)

最
後

の
第
八
歌
集

『
越
冬
』

(平

8

・
7
)

の
冒
頭

の
歌

で
あ
る
。

一

首
目
、

二
首
目

の
歌

に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
す

べ
て
を

「
過
程
」
と
し

て
認
識
し
、

そ
れ
を

「現
実
」

と
し

て
実
行

し
、

さ
ら

に

「
現
実
的
新
抒

四

一



和
田
周
三
論

情

主
義
」

の
精
粋

で
あ
る

「
現
実
感
象
徴
」
を

「
ポ

ト
ナ
ム
」
誌
上

に
結

実

す
る
た
め
に
代
表

を
も
引
き
受
け
ら
れ
た
か

の
、
観

が
あ
る
。

こ
の
歌

集

の

「
あ
と
が
き
」

で
、

作
家
を
は
じ
め

て
か
ら
ま
も
な
く
、
昭
和
十

一
年
、
当
時
の
思
想

・

言
論

の
弾
圧

に
対
処
す

る
方
法
と
し

て
身

に
付

け
た
象
徴

的
手
法
は

基
本

に
お

い
て
は
今
も
あ
ま

り
変

わ

っ
て
い
な
い

こ
と
を
確
か
め
得

た
。
今

は
、

そ
の

〈
現
実
〉

は
変

わ

っ
て
お
り
、
ま
た
批
判
、
抵
抗

の
対
象
も
広
く
社
会

の
風
俗

の
諸
般

に
わ
た

っ
て
い
る
。
言
う
ま

で

も
な

い
が
、
自
己

へ
の
凝
視

・
批
判

も
多

い
。
ま
た
象
徴

の
ス
タ
イ

ル
に
も
変
化

が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
同
じ
道
を
と
ぼ
と
ぼ

と
歩

い
て
い
る
と
い
う
印
象

は
消

し
が
た

い
。
し
か

つ
め
ら
し
く
言

え
ば
、
師
、
小
泉
苳

三
提

唱
の

『
現
実

的
新
抒
情
主
義
』

の
精
粋

で

あ
る

『現
実
感
象

徴
』
の
実

践

で
あ
る
。

と
語

ら
れ

て
い
る
。
ま
さ

に

『
越
冬
』
は
、
そ
う

い
う
歌
集

と
し
て
高

く

位

置
付
け
ら
れ
る
和
田
周
三

の
最
後

の
歌
集

で
あ

っ
た
。

X

「
闇
」
の

モ
チ
ー

フ
と
未
来

四
二

平
成

十

一

(
一
九
九
九
)
年
九
月
十
九

日

(
日
)

の
、
立
命
館
大

学
国

際
平
和
ミ

ュ
ー
ジ

ア
ム
ホ
ー
ル
で
の

「
ポ
ト
ナ
ム
」
主
催

の

「
和
田
先
生

を
偲
ぶ
会
」

の
な
か

で
、
立
命
館
大
学
名
誉
教
授

の
白
川
静
先
生
は
和
田

周
三

の
短
歌

の
特
徴

に
ふ
れ

な
が

ら
、

そ
の
特
徴

の

一
つ
が

〈
闇
〉

で
あ

る
、
と
お

っ
し

ゃ

っ
た
。

そ
れ
は
、

こ
れ
ま

で
の
和
田
周
三

の
歌
を
す

べ

て
総
括

さ
れ

た
上

で
、

さ

ら
に

「
ポ
ト

ナ
ム
」
誌

上
、
最

後

に
載

っ
た

「
八
月
号
」

の
先
生

の
歌
、

夜

の
白
き
街
空

よ
り
も
山
辺
に

て
白
む
は

ラ
イ

ト
ア

ッ
プ

の
寺
か

夜

の
闇

の
深

き
心
に
浮

き
た
た
す
少
年
な
る
や
我

の
知
ら
ざ

る

夜

の
空

に
風
立

ち
た
れ
ば
木
々

の
葉
は
闇

の
形
を
な
し

て
息
衝
く

蒼
白

さ
夜
道

は
と

こ
ろ
ど

こ
ろ

に
て
人

の
背
後

の
色
ま

で
も
見
す

鍵
穴

を
さ
ぐ
り

い
る
手
を
休
む
れ
ば

に
わ
か

に
闇

の
ま

つ
わ
り
き

た

るま

つ
わ
れ
る
闇
を
た
ち
き

る
思

い
に
て
後
手

に
戸
を
閉

め
て
入

り
た

り



の
、
絶
唱

「
闇
」
六
首

を
念

頭

に
お

い
て
の
、
み
ご
と
な
ま

で
の
和
田
周

三
論

で
も
あ

っ
た
。

私

は
、

そ

の
場

で
、

あ

ア
ー
と
思

っ
た
。
最
近
、

こ
こ
ろ

に
ひ

っ
か
か

っ
て
い
た
も
の
が
、
そ

の
瞬
間

に
み
ご
と

に
溶
け

て

い

っ
た

の
で
あ

る
。
実

は
私

は
、
立
命
館
大
学

入
学
以
来

、
和

田
先
生

に

は

「
立
命
短
歌
」

の
顧
問

に
な

っ
て
い
た
だ
き
、
卒
業
後

も
同

人
誌

「
幻

想

派
」

(改

題
し

て
以
降

「
異
境
」

「
P
H
O

E
N
I
X
」
)

で
お
世
話

に

な

っ
た
。

「
P
H
O

E
N
I
X
」
十
号

(
平
9

・
9
)

発
行
を
記
念

し

て

「
21
世
紀

の
茂
吉

」
を
特
集

し
、

そ
の
中

に

「
21
世
紀

を
生

き

る
茂
吉

の

一
首
」

と
い
う

ア
ン
ケ

ー
ト
を
し

て
、
和
田
先
生

は
じ
め
、
北
杜
夫
、
塚

本
邦
雄
、
本
林
勝
夫

、
藤
岡
武
雄
、
馬
場
あ
き
子
、
山
中
智
恵
子
、
中
村

稔
、
篠
弘
、
佐
藤
泰

正
、

平
岡
敏
夫
、
中
西
進
、
竹
森
天
雄
、
道
浦
母
都

子
、
河
野
裕
子
、
坪
内
捻
典
他

の
先
生
方
か
ら

ア

ン
ケ
ー
ト
に
答
え

て
も

ら

っ
た

の
で
あ

る
。
和

田
先
生

の
選
ば
れ
た

一
首

は
、
第

二
歌
集

『
あ
ら

た
ま
』
中

の
次

の
歌

で
あ

っ
た
。

ひ
た
ぶ

る
に
暗
黒
を

飛
ぶ
蠅

ひ
と

つ
障
子

に
あ
た
る
音
ぞ
き

こ
ゆ

る

(茂
吉
)

先
生

は
み
と
お
し
て
お
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

一
九
九
九

(平

11
)
年
九
月

九

日
発
行

の
た
め
、
先
生

に
は
天
国
か
ら
み

て
も
ら
う

こ
と

に
な

っ
た
。

先
生

が
亡
く

な
ら
れ

た
半
年

後

の
正
月
明
け
、
弟
子

の
上
田
博
と
國
末
泰

平
と
わ
た
し

の
三
人

は
、
先
生

の
墓

に
ふ
た
た
び
詣

で
た
。

二
〇
〇
〇
年

一
月
八

日

(土
)
晴

れ
。
梅
林
寺

の
豊

作
祈
願

の
じ
じ

ば
い
講
。

一
時

に
出
町
柳

に
上

田
博
、
國
末

泰
平
氏
と
集
ま
り
、

和
田
繁

二
郎

(周
三
)

先
生

の
墓
参

り
。
〈
玄
琢

〉

の

〈
紫
野
泉

堂

町
〉

の
見
晴
ら
し

の
い
い
墓
所

で
三
〇
分
ば

か
り
水

で
墓

を
拭

き
拝

む
。

(
『
介
護

・
男

の
う
た
3
6

5
日
』
)

そ
し

て
、
次

の

一
首

を
墓
前

に
供
え
た

こ
と

で
あ

る
。

繁

二
郎

あ
る
い
は
周

三
と
う
ふ
た
り
も

て
教
え

た
ま

い
し
命

の
言

の

葉

(敏
隆
)

'

二
十
世
紀
末

の

〈
暗
黒
〉

の
彼
方

に
、

二
十

一
世
紀

の
来

る

こ
と
を
、

和
田
周
三
論

四
三



和
田
周
三
論

四

四

〈歌
集
資
料
〉

微
粒

-

昭
和

31
年

7
月

10
日

白
楊
社
刊

三
七

二
首

-

雪
眼

-

昭
和

39
年

3
月

30
日

初
音
圭
旦
房

三
九
六
首

環
象

-

昭
和

48
年

10
月
1
日

初
音
書
房

五
三
八
首

揺
曳

昭
和

56
年

8
月
25

日

短
歌
新
聞
社

五
O
O
首

暁
闇

昭
和
61
年
10
月
24

日

短
歌
新
聞
社

二
八

一
首

往
還
-

平
成
2
年
5
月
20
日

短
歌
新
聞
社

三
四
五
首

春
雷
-

平
成
5
年
9
月
25
日

短
歌
新
聞
社

三
八
二
首

越
冬

平
成
8
年
7
月
10

日

短
歌
新
聞
社

三
八
七
首


