
近
代
短
歌
史
試
論

、森
鴎
外
を
視
軸
と
し
て
ー

安

森

敏

隆

新
詩
社
の
機
関
雑
誌

で
あ

る

「
明
星
」
は
、
明
治
三
十
三
年

(
一
九

〇

〇
)

四
月
、
新
聞
紙
型

の
十
六
頁
ぼ

か
り

の
小
雑
誌
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
。

そ

の

「
明
星
」
が

同
年
九
月

の
第
六
号
か
ら
は
豪
華
で
瀟
洒
な
四
六
倍
版

の
雑
誌
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
明
治
三
十
年
代

の
文
壇
を
席
捲

し
て
ゆ
く

こ

と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ

の
第
六
号

の
後
記
に
あ
た
る

=

筆
啓
上
」

に

は

「
本
社

の
規
則

と
申

す
も

の
を
社
員
協
議

の
上
左

の
通
り
改

め
申

し

候
」

と
付

し
て

「新
詩
社
清
規
」
な
る
毛

の
を
載
せ
て
い
る
。

一
わ
れ

ら
は
詩
美
を
楽
む

べ
き
天
稟
あ
り
と
信
ず
。
さ
れ
ば

わ
れ

く

の
詩

は
道
楽
な
り
。
虚
名

の
為
め
に
詩
を
作
る
は
、
わ
れ

く

の
耻

近
代
短
歌
史
試
論

つ

る

と

こ

ろ

な

り

。

一
わ
れ
く

は
古
人
の
詩
を
愛
讚
す
。
さ
れ
ど
古
人

の
開
拓
せ
る
地
に
、

更
に
わ
が
鍬
を
入
れ
ん
こ
と
は
、
わ
れ
ら

の
え
忍
び

ぬ
と

こ
ろ
な
り
。

一
わ
れ
ら
は
互
に
自
我
の
詩
を

発
揮

せ
ん

と
す
。
わ
れ
ら

の
詩
は
古
人

の
詩
を
模
倣
す
る
に
あ

ら
ず

、
わ
れ
ら

の
詩
な
り
、
否
、
わ
れ
ら

一

人

一
人

の
発
明
し
た
る
詩

な
り
。

一
わ
れ
ら

の
詩
は
国
詩
と
称
す
れ
ど
も
、
新

し
き
国
詩
な
り
、
明
治

の

国
詩
な
り
。
万
葉
集

古
今
集
等

の
系
統
を
脱

し
た
る
国
詩
な
り
。

一
わ
れ
ら
は
詩

の
内
容
た
る
趣
味

に
於

て
、
詩

の
外
形
た
る
調
諧
に
於

て
、
と
も
に
自
我
独
創

の
詩
を
楽
む
な

り
。

一
か

・
る
我
儘
者

の
集
り
て
、
我
儘
を
通

さ
ん

と
す
る
結
合
を
新
詩
社

と
名
づ
け
ぬ
。

一



近
代
短
歌
史
試
論

一
新
詩
社
に
は
社
友

の
交
情
あ

り
て
師
弟

の
関
係
な
し
。

一
社
友
は
毎

月

一
回
そ
の
詠
草
を
本
社

に
送
る
定
め
な
り
。
本
社
に
は

社
友

の

一
人
与
謝

野
鉄
幹
あ

り
て
、
可
否

の
意
見
を
附
記
し
て
、
作

者

の
参
考
に
供

ふ
。
之
を
用
ゐ
る
と
否
と
は
社
友

の
任
意
な
り
。

一
わ
れ
ら
は
堕
落

せ
る
国
民

の
嗜
好
を
高
上
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、

文

学
美

術
等

の
上
よ
り
新

趣
味

の
普

及

せ
ん

と
を
願

ひ
て
、
雑
誌

「
明
星
」
を
公

に
す
。

一
わ
れ
ら
は
雑
誌
出
版
費
と

し
て
毎
月
金
四
拾
銭
を
本
社
に
寄

送
す
。

為
替

は
三
番
町
宛
。

一
詠

草

(和
歌
新
体
詩
と
も
)

の
歌
数
に
は
制
限
な
し
。

一
社
友

に
は
無
代
価
を
以

て
雑
誌
を
配
附
す
。

一
去

る
も

の
は
追

は
ず
、
来
る
も

の
は
拒
ま
ず
。

こ
れ

ら
十
三
項

目
が

「
明
治
卅
参
年
九
月

東
京
新
詩
社
」

の
名
前

で

掲
げ

ら
れ

て
い
る
。
す

で
に

「
東
京
新
詩
社
」
は
明
治
三
十
二
年

十

一
月

に
発
足
し
さ
ら

に
九

か
月
前

の
明
治
三
十
二
年
二
月
に
は

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
礎
石
と
な

っ
た

「根
岸
短
歌
会
」
が
発
足
し
、
そ
し
て
そ
の

一
年
前

の

明
治

三
十

一
年

二
月

に
は

「
心

の
華
」
が
創
刊
さ
れ

、
こ
れ
ら

三
つ
の
グ

》

ル
ー
プ
が

旧
派
和
歌

に
対
す
る

ア
ン
チ

・
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
発

し
た

の
で

二

あ

る
。

そ
う
し

た
中

に
あ

っ
て

「明
星
」

は
、

こ
の
第
六

号

の

「新

詩
社
清

規
」

に
よ

っ
て
、

一
人

一
人

の

「
天
稟
」
と

「自

我

の
詩
」
「
自
我
独
創

の
詩
」

で
あ

る
こ
と
を
高
ら
か
に
主
張
し
、
さ
ら
に
は
お

の
れ
た
ち
の
集

団
を

「
我
儘
者

の
集
り
」

と
し
て
位
置
づ

け
、

「社

友

の
交
情
」
を
強
調

し
、
「去

る
も

の
は
追

は
ず

、
来

る
も

の
は
拒
ま
ず
」

と

一
人

一
人

の
個

性

の
尊
重

と
才
能

の
重
視
、
さ
ら
に
は
自
由
な
集
団
で
あ

る
こ
と
を

「明

星
」

の

一
つ
の
大
き
な
組
織
原
理
と
し
て
、
全
面
に
打
ち
出

し
鮮
明

に
し

て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

が
、
そ

の

「
明
星
」
も
明
治
三
十
年
代
半
ば

か
ら
の
自
然
主
義
文
学
運

動

の
歴
史
的
激
流

の
前
に
急
速
に

エ
ネ

ル
ギ
ー
を
喪
失

し
、
終

に
は
明
治

四
十

一
年
十

一
月
、
百
号
を
も

っ
て
終
刊
と
な
る
の
で
あ

る
。
先

に
も
ふ

れ

た
よ
う

に

「
新
詩
社
清
規
」

の
か
な
め
で
あ

っ
た

「新
詩
社

に
は
社
友

の
交
情
あ
り

て
師
弟

の
関
係
な
し
」

を
そ
の
ま
ま
実
行
す

る
か
の
ご
と
く
、

明
治

四
十

二
年

一
月
に
は

「
明
星
」

の
与

謝
野
鉄

幹
に
変

っ
て

「
ス
バ

ル
」
が
石
川
啄
木

の
発
行
名
義
人
と
な

っ
て
新

た
に
刊
行
さ
れ

て
ゆ
く

の

で
あ
る
。

一
方
、

「明
星
」

が
百
号
で
終
刊

と
な

っ
た
明
治

四
十

一
年

の
十
月
に

は

「
根
岸
短
歌
会
」
を
母
胎
に
も

つ

「阿
羅

々
木
」

(
の
ち

「
ア
ラ
ラ
ギ
」



の
表
記
)
が
創
刊
さ
れ

て
今
日
ま
で
き
て
い
る
。
創
刊
号

は
A
五
版

四
十

二
頁

の

「
明
星
」
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
小
冊
子
で
あ

る
。
そ

の
創
刊
号

の

「
東
都
来
信
口
」
で
伊
藤
左

千
夫

は
次

の
よ
う

に
言

っ
て
い
る
。

御
承
知

の
如
く
子
規
子
の
研
究
理
想
は
、
趣
味
を
根
抵
と
し
生
新
に
し

て
、
不
滅

的
な
る
創
作
を
得
ん
と
す
る
に
あ
る
も

の
に
候

へ
ぼ

内
容

と

形
式

と
の
関
係

に
就
き
、
片
軽
片
重

の
偏
固
に
執
す
る
か
如
き

愚
に
陥

る
所

以
は
決

し
て
あ
る

べ
き
筈
な
く
候
、
又
擬
古

に
せ
よ
逐
新

に
せ
よ

形
似

の
外
観

に
囚
は
る

・
が
如
き
左

様
な
る
痴

に
陥

る
所
以
も
決

し
て

無
之
候
。

乍
併
要
す
る
に
空
論
は
無
益
至
極
の
も

の
に
候
、
現

に
発
展
せ
る
吾

々

後
進
諸
同
人

の
作
物
其
物

に
就

て
、
直
接

に
精
神

の
存
す
る
所
を
看
取

せ
ば

足
れ
り
と
存

候
、
吾

々
諸
同
人

の
創
作
は
即
子
規
子

の
精
神
と
、

子
規
子
の
理
想

と
の
現
顕

に
外
な
ら
ず
と

の
強
固
な
信
念
に
依
て
奮
励

せ
ね
ぼ

な
ら
ず

と
存
候
、
従

て
諸
同
人

の
責
任
は
甚
だ
重

大
な
る
も

の

有
之
候
訳

に
て
候
早

々

こ
の
文
章

は
正
岡
子

規

の
七

周
年

忌

の

「
明
治

四
十

一
年
九

月
十
九

日
」

に
書
か
れ
、
記
念
す
べ
き

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
創
刊
号

の
後
記

に
あ
た

近
代
短
歌
史
試
論

る
も

の
で
あ

る
。
こ
の
文
章

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の

組
織
原
理
は
、
精
神

的

・
人
格
的

・
文
学
的
支
柱
と
し

て
の
正
岡
子
規
を

祖
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
伊
藤
左
千
夫
が
受
け
継
ぎ
、
主
宰
者
的
権
威

を
組
織

の
中
心
部

に
据
え

つ
け
る
と

こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
会
員
組
織

に
お

い
て
も

「
明
星
」
と
は
異
な
り
、
確

固
た
る
会
員

の
ラ

ン
ク
を
置
き
、
は
か

っ
て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

ち

ょ
う
ど

こ
の

「
明
星
」
と

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
二
つ
の
相
対
す

る
組
織

原
理
を
遠
望
し
な
が
ら
、

一
つ
の
架
橋

で
結
び

つ
け
よ
う

と
し
た
人
に
、

時

の
文
豪
森
鴎
外
が

い
た

の
で
あ

る
。

そ

の
森
鴎
外

に

『
う
た
日
記
』

(春
陽
堂
、
明
治

四
十
年
九
月
十
五
日
)

と

い
う
明
治
三
十
七
、
八
年

に
奥
大
将
を
総
司
令
官
と
す
る
満
州
派
遣
第

二
軍

の
軍
医
部

長
と
し
て
従

軍
し
た
折

の
、
戦
闘

の
あ

い
ま
を
ぬ

っ
て
詠

み

つ
づ

っ
た
定
型
詩
を

ま
と

め
た

一
巻
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
五
七
律

や
七

五
律

や
七
七
律
等

の
さ
ま
ざ
ま

の
詩
形
を
駆
使
し
た
新
体
詩

や
長
歌

、
旋

頭
歌

、
短
歌
、
俳
句
と

い
う
定
型
詩
が
と
こ
ろ
せ
ま
し
と
も

り
こ
ま
れ

て

い
る
。

な
か

で
も
短
歌
三
百
三
十

一
首
は
、
従
前

の
和
歌
的
発
想
と

こ
れ
か
ら

の
短
歌
的
発
想
が
ち
り
ぢ
り
に
盛

り
こ
ま
れ

た
も

の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。

そ
こ
に
は
長
歌
体

の
後

に

つ
け
ら
れ

た
反
歌

か
ら
、
万
葉
集
を
も
と
に
お

三



近
代
短
歌
史
試
論

い
た
本
歌

取
り
、
戦
争
讚
め
、
天
皇
讚
め
と

い
っ
た
儀
式
歌
が
あ

り
、

の

一
方
に
ま
こ
と
に
私
的
な

日
常
歌
や
写
生
歌
が
混
在
し
て
い
る
。

そ

さ
ら
ば

さ
ら
ぼ
宇

品
し
ま
山
な
れ
を
ま
た
相
見
ん
と
き
は

い
つ
に
あ

る

べ
き

大
君

の
任

の
ま
に
ま
に
く
す

り
ば

こ
も
た

ぬ
薬
師
と
な
り
て
わ
れ
行

くわ
が
舟

の
八
幡
は
よ
き
名
外

国
の
む

か
し
お
そ
れ

し
や
は
た
は
よ
き

名
こ
れ

に
は

「明
治
三
十
七
年
四
月
二
十

一
日
於
宇

品
」

と
前
書
き
が
あ

る
。
広
島

の
宇
品
を
発

っ
て
戦
争
に
行
く
と
き

の
歌
で
あ

る
が
、

こ
こ
に

は

〈私
〉

と
い
う
個

の
発
想
と

い
う
よ
り
も
五
七
五
七
七
の
韻
律
を

か
り

な
が
ら

〈公
〉

の
発
想

の
中

で
歌
を

つ
む

い
で
い
る
鴎
外

が
い
る
。
と
思

え
ば
、
次
に
あ
げ

る
よ
う

に

〈私
〉

の
個
か
ら
発
想
し
た
ま
こ
と
に
日
常

的
な
歌
が

一
方
に
あ
る
。

あ
ら

ぬ
ま

に
も

の
い
ふ
ま
で
に
な
り
し
子
を

つ
ひ
に
し
見
ず
ば
哀
し

か
り
な
ん

四

何
と
な
き
お
も
ひ
で
苦
し
あ

ま
り
に
も

お
と
な

し
き
子
と

い
ひ
お
こ

せ
つ
る

鶸
畷

に
入
り
に
し
と
き
も
鸛
い
つ
く
雛
.も
ろ
幸
に
拠
き
た
り
け
ん

こ
れ
に
は

「明
治

三
十
八
年
七
月
三
十
日
古
城
堡
に
て
茉
莉

の
病

め
る

を
聞
く
」

と
あ

る
。

こ
れ
ら
二

つ
の
発
想

の
落
差
を
落
差
と
も
お
も
わ
ず

一
つ
の
集

の
中
に

入
れ
た
鴎
外

の
発
想
の
主
体

は
、
森
鴎
外

一
人

に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
治
三

十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
の
和
歌
的
発
想
か
ら
短
歌
的
発
想

へ
の

移
行
期
間
に
お
い
て
み
ら
れ

る
歌
人

の
発
想
主
体

の
在
り
よ
う

の

一
端
を

み
せ

て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、

そ
れ

は
別
稿

に
ゆ
ず
る
。

口

斎
藤
茂
吉
は
、
歌
人
と
し
て

の
森
鴎

外
を
論
じ
、
総
体

と
し
て
は
次

の

よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

お
も

ふ
に
、
森
鴎
外
は
歌
人
と
し
て

の
業
積
に
は
貧
し
い
方
だ

と
謂

つ
て
い
い
。
た
だ
鴎
外
が
散
文

の
方
面
に
常
に
新
し

い
事

を
注
入
し
た

ご
と
く
に
、
和

歌
の
方
面

に
あ

つ
て
も
、

い
ろ

い
ろ

の
役
割
を
演
じ
た



の
で
あ

つ
た
。

(「
明
治
大

正
短
歌
史
概
観
」
)

茂
吉

は

一
体

に
鴎
外

の
小
説
を
愛
読
し
、
鴎
外

の
用
い
る
用
語

や
文
章

に
深
く
傾
倒

し
て
い
た
。
そ

の
鴎
外

の
死
を
知

っ
た
の
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

留
学
中

の
大
正
十

一
年

の
八
月
四
日
か
ら
九
月

一
日
に
か
け
て
ド
イ

ッ
各

地
を
旅
行

し
て
い
た
途
次

の
ベ
ル
リ

ン
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の

「明

治
大
正
短
歌
史
概
観
」
を
書

い
た
昭
和
四
年
は
、
す
で
に

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か

ら
帰

り
、
か
つ
て
書

い
て
お

い
た

『短
歌
写
生

の
説
』

を
刊
行

し
た
り
、

朝

日
新

聞
社

の

コ
メ

ッ
ト
機

に
乗
り
、
土
岐
善
麿
や
前
田
夕
暮

ら
と
空
中

吟
を

競
詠
し
て

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
主
張
を
他

の
結
社

の
人
々
に
伍
し
て
ア

ピ
ー

ル
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
立
場

に
も
あ

っ
た
。
「
明
治
大
正
短
歌
史

概
観
」
は
そ
う
い
う
時
期

に
書

か
れ
、
そ

の
中
で
茂
吉
は
全
体
を
七
期
に

分
け
、
そ

の
第
五
期

(明
治

三
十
六
年
始
頃
-

明
治
四
十
二
年
)

に
、

「
明
星
」
を
中
心
に

「
ス
バ
ル
」

の
初
期
、
佐
佐
木
信
綱

の
竹
柏
会

や
根

岸
短
歌
会
、
そ
し
て
尾
上
柴
舟
、
服
部
躬
治
、
金
子
薫
園
、
旧
派
歌
人
た

ち
と
並

べ
て
森
鴎

外
を

登
場

さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ

の
中
で
歌
人
と

し
て

の
鴎
外

の
評
価
は

「貧

し
い
方
だ
」
と
裁
断
し
、

し
か
し

「
い
ろ

い

ろ

の
役
割
を
演
じ
た
」

と

一
方

に
お
い
て
は
評
価
し
た

の
で
あ
る
。

近
代
短
歌
史
試
論

鴎
外

先
生

は
歌

の
方

で
は
じ
め
は
新
派
和
歌

に
は
あ
ま
り
興
味
が
無

か

つ
た
や
う
に
お
も

へ
る
。
併

し
鉄
幹

の
東
西
南
北

に
序
詩
を
作
ら
れ

た
り
、
信
綱
の
お
も

ひ
草

の
序
文
を
書

か
れ
た
り

し
て
ゐ
る
か
ら
、
ま

ん
ざ
ら
無
関
心
と
い
ふ
わ
け
で
は
な

い
が
、
先
づ
大
体
新
派
ら
し

い
歌

は
作

つ
て
居
ら
れ
な

い
。

(「森
鴎
外

と
伊
藤
左
千
夫
」
)

と
旧
派
和
歌

の
系
譜

の

一
人
と
し
て
最
初
期

の
鴎
外
を
位
置
づ
け

て
い
る

の
で
あ

る
。
そ

の
鴎
外
に
新
し

い
断
面
を
み
い
出
す

の
は
先

に
も
ふ
れ
た

明
治

三
十
七
、
八
年
に
満
州
派
遣
第
二
軍

の
軍
医

部
長
と
し
て
従
軍

し
た

折

に
日
記
が
わ
り

に
詠
み

つ
づ

っ
た

『
う
た
日
記
』

中
に
出
て
く

る
歌
あ

た
り

か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

日
露

の
役
に
出
征
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
ろ
、
と
き

た
ま
歌
を

作

ら
れ

た
が
、

こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と

い

へ
ば
新
派
和
歌
で
、
従
来

の
和

歌
と
は
大

に
ち
が

つ
て
居
る
。

(同
前
)

明
治
三
十
九
年

、
満
州

か
ら
凱
戦

し
た
鴎
外
は
山
形
有
朋

の
意
を
受

け
、

友
人

の
賀
古
鶴
所

と

一
緒

に
六
月
十

日
、
小
出
粲
、
大

口
鯛
二
、
佐
佐
木

信
綱

の
三
氏
と
酒
楼
常
盤

で
会
見

し

「
明
治

の
時
代

に
相
当
な
る
歌
調
を

五



近
代
短
歌
史
試
論

研
究
す

る
」

(井
上
通
泰
編

『常
盤
会
詠
草
』

初
篇
中

「談
話
」
)
た
め

の

歌
ム
真

常
盤
会
薯
お

こ
す
。
こ

の
会
は
以
降
毎

月
の
よ
う

に
歌
会
を

ひ
ら

き
大
正
十

一
年

二
月

の
山
形
有
朋

の
死
ま
で
百

八
十

五
回
に
及
ん
だ
。

こ

の
会

の
頂
点
に
は
山
形
有
朋
公
爵
が
お
り
、
そ

の
構
成
員
と
選
者

の
主
た

る
人
が
大

口
鯛

二
、
小
出
粲
、
井
上
通
泰

に
お
よ
ぶ

こ
と

に
よ

っ
て
鴎
外

の
最
初
に
企
図
し
た
新
し
い
詩
精
神
模
索

と
し
て
の
場
は

一
応
お
か
れ
、

旧
派
的
な
る
も

の
を
も
あ

わ
せ
も
ち

つ
つ
例
会
を

ひ
ら
き
、
入
選
を
決
め
、

詠
草

の
批
評
を
お
こ
な
う
よ
り
他
な
ら
な
く
な

っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ

こ
で
鴎
外
は
も
う

一
方

に
お
い
て
、
明
治

四
十
年
三
月
よ
り
観
潮
楼

歌
会

を
自
宅
に
お
い
て
も

つ
こ
と
に
な
る
。
鸚
外
自
身
、
こ

の
観

潮
楼
歌
会

に

つ
い
て其

頃
雑
誌
あ
ら
ら
ぎ
と
明
星
と
が
参
商

の
如
く
に
相

隔
た

つ
て
ゐ
る

の
を

見
て
、
私

は
二
つ
の
も

の
を
接
近
せ
し
め
よ
う
と
思

つ
て
、
双
方

を
代
表
す

べ
き
作
者
を
観
潮
楼
に
請
待
し
た
。

(「砂
羅

の
木
」
序
)

と
言

っ
て
い
る
が
、

こ
れ

は
大
正

四
年
九

月

の
こ

と
で
あ
り
、
第

一
次

「明

星
」

は
百
号

で
廃
刊

と
な
り
、
「
ア

ラ
ラ
ギ
」
が
歌
壇

の
中
心
部
に

の
し
あ
が

っ
て
き
は
じ
め
た
頃

の
発
言
で
あ

る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ぼ
な
る

ま

い
。

六

そ

の
雑
誌
馬
酔
木

は
、
実

に
薄

い
映
え
な

い
雑
誌

で
、
ま
た
遅
刊
が

ち
で
正
規
に
毎

月

一
日
に
発
行

せ
ら
れ
る

こ
と
も
少
な
か

つ
た
ほ
ど
で

あ
る
。
明
治
四
十
年

一
月

の
こ
と

で
あ

つ
た
だ
ら
う
か
。
若
し
鴎
外
先

生
の
日
記
を
検

し
得

る
縁
が
出
来
た
ら
分
か
る
と
お
も
ふ
が
、

一
日
鴫

外

先
生
は
左
千
夫
先
生
を
呼
ば
れ

て
歌
に
関
す
る
意
見
を
徴

せ
ら
れ
、

そ
れ

か
ら
雑
誌
馬
酔
木
を
全
部
揃

へ
て
寄
贈
せ
む
こ
と
を
頼

ま
れ

た
の

で
あ

つ
た
。

(「
森
鵡
外

と
左

千
夫
先
生
」
)

観
潮
楼
歌
会
を
開
く
に
あ
た

っ
て
、
そ

の
二
か
月
前
、
鴎
外
が
伊
藤
左

千
美

を
自
宅

に
呼
び
、
色

々
と
歓
談

し
た

の
ち
根
岸
短

歌
会

の
機

関
誌

「馬
酔
木
」

の
バ

ッ
ク
ナ

ン
バ
ー
を
求

め
た
こ
と
が
茂
吉

の
こ
の
文
章
か

ら
わ
か
る
。
も
と
も
と
鴎

外
が
旧
派
の
桂

園
派

の
系
譜

の
中

で
和
歌

の
勉

強
を
し
、

い
つ
で
も

五
七
五
七
七
の
和
歌

の
形
式
を
駆
使

で
き
る
位
相
に

あ

っ
た

こ
と
は
先
に
も
少

し
ふ
れ

た
が
、
そ

の

一
方

で
以
降
、
「
明
星
」

主
宰

の
与
謝
野
鉄
幹

に
も
親

近
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
「
沙
羅

の
木
」

(大

4

・
9
刊
)

の

「序
文
」

で
そ
の
間
の
事
情

に
つ
い
て



明
星

の
初
期

、
中
期

は
私

は
局
外
に
立

つ
て
ゐ
た
。
明
治
三
十
七
八

年

の
戦
に
、
私
が
満
洲

に
ゐ
た
頃
、
与
謝
野
君
夫
婦
と
手

紙
の
往
復
を

し
た
。
彼

二
人

と
私

と
の
交
通
は
、
戦
が
罷
ん
で
か
ら
も
絶
え
な

か

つ

た
。

と
言

っ
て

い
る
よ
う

に
、

「
明
星
」

の
初
期
と
中
期
あ

た
り
は
あ
る
程
度

距
離
を

お
い
て
み
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
当
時

の
文
壇

の
中

に
あ

っ
て

「明
星
」

の
か
か
げ
る
浪
漫
的
思
想

と
鴎
外

の
思
想

は
共
鳴

し

あ

っ
て
、
明
治
三
十
七
、
八
年
頃
よ
り
急
速

に
鉄
幹

、
晶
子
と
親
交
を
む

す
ん

で
い

っ
た

の
で
あ
る
。
が
、

一
方

の
根
岸
短
歌
会

は
観
潮
楼
歌
会
を

開
く
明
治

四
十
年

の
頃
は

「
明
星
」

に
比
す

べ
く
も
な

い
小
さ
な
機
関
誌

「馬
酔
木
」
を
出
し
て

い
る
に
す
ぎ

な
か

っ
た
。
か
つ
て
、
鴎
外

の
常
盤

会

か
ら
観
潮
楼
歌
会
に

い
た
る
意

図
に

つ
い
て
国
崎
望
久
太
郎
は
次

の
よ

う

に
言

っ
た

こ
と
が
あ
る
。

常
盤
会
か
ら
観

潮
楼
歌
会

に
い
た
る
鴎
外

の
意
図
に
か
ん
す
る
か
ぎ

り
、
そ
れ
は
か
な
り
積
極

的
な
も

の
で
あ

っ
た
。
実
は
、
明
星
系
と
根

岸
系
と
を
統

一
し
て
自
然
主
義
文
学
運
動

の
詩
的
領
域
に
対
す
る
浸
透

に
対
決
す
る
と
こ
ろ
に
真

の
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
が

「
在
来

の
歌
と

一

近
代
短
歌
史
試
論

し
よ

に
な

っ
て
、
渾
然
た
る
新

抒
情
詩

の

一
体
を
成
す
時
代
」
と
し

て

表
象
さ
れ

て
い
た

の
で
は
な

い
か
。

(「鴎
外

と
啄
木

と
の
交
渉
」
)

国
崎
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鴎
外

の
意

図
の
真
意
は

「明
星
系
と
根

岸
系
」

の
ド

ッ
キ

ン
グ
と

い
う
よ
り
も

、
自

己
の
文
学
的
、
思
想
的
傾
向

に
あ
わ
せ
て
当
時
勃
興
し

つ
つ
あ

っ
た

「自
然
主
義
文
学
運
動

の
詩
的
領

域
」

へ
の
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
観
潮
楼
歌
会
を
お

こ
し
、
鉄
幹
、
晶
子

の

「
明
星
」
系

は
も

ち
ろ
ん
、
「
根
岸
」
系

の
伊

藤
左
千
夫
を
も

歓
迎
し

た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。
左
千
夫
は
正
岡
子
規

の
弟
子
と

い
え
ど

も
、
そ

の
内
面
に
お
い
て
は
浪
漫
的
気
風
が
横
溢
し

て
お
り
、
氏

の
小
説

や
詩
は

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
の
流
れ

の
中

に
あ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
巨
視

的
な
立
場
に
あ

っ
て
文
壇
が

み
と
お
せ
る
当
時

の
鴫
外
が
伊
藤
左
千
美
に

注
目
し
た
の
は
無

理
か
ら

ぬ
こ
と

で
あ

っ
た
。
左
千
夫
を
仲
介
と
し
て
、

根
岸
系

の
歌
人
た
ち
も
そ

の
後
、
観
潮
楼
歌
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ

た

の
で
あ

る
。

左

千
夫

の
弟
子

の
斎
藤
茂
吉
が
は
じ
め
て
森
鴫
外
に
会

っ
た

の
は
明
治

四
十
二
年

一
月
九

日
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ

の
日

の
こ
と
が
、
鵬
外

と
啄

木
の
日
記

に
次

の
よ
う

に
記
さ
れ
て

い
る
。

七



近
代
短
歌
史
試
論

九
日

(土
)
。
陰
、
寒
波
甚

し
。
短
歌
会
を
催
す
。

斎
藤
茂
吉
始

て

来
た
り
。
佐
佐
木
信
綱
、
北
原
白
秋
風
邪
に
て
来
ず
。(「鶴

外
日
記
」)

森
先
生

の
会
だ
。

四
時
少

し
す
ぎ

に
出
か
け
た
。
門
ま
で
行

つ
て
与

謝
野
氏
と

一
緒
、
吉
井
君
が

一
人
来

て
い
た
。
や
が
て
伊
藤
君
、
千
樫

君
、
初
め
て
の
斎
藤
茂
吉
君
、
そ
れ
か
ら
平
野
君
、
上
田
敏

氏
、
お
く

れ
て
太

田
君
-

今

日
パ
ン
の
会
も
あ

つ
た

の
だ
。

(「
啄
木
日
記
」
)

両
者

の
日
記
で
も
あ
き
ら

か
な
よ
う

に
、

こ
の
日

の
観
潮
楼
歌
会
に
、

斎
藤
茂
吉
が
は
じ
め
て
参
加

し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
伊
藤
左
千
夫
は
す
で

に
第

一
回
目

の
歌
会

か
ら
毎

回
出
席
し

て
い
た
が
、
歌
会
で
互
選
に
な
る

と
ど
う
し
て
も

左
千
夫

側
に
点
数
が
あ

つ
ま
ら
ず
、
茂
吉
も
そ

の
点
数
を

補
充
す
る
た
め
に
ひ

っ
ぱ

り
出
さ
れ
た
最
初

の
会

で
も
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

前
年

の
明
治
四
十

一
年

十
月
に
は
、
三
井
甲
之
と
伊
藤
左
千
夫

の
対
立
が

表
面
化
し

「
阿
羅

々
木
」
が
千
葉
県
山
武
郡
睦
岡
村

の
厥
真
方
を
発
行
所

と

し
て
刊
行

さ
れ
、
同
誌

編
集

の
左

千
夫

に
従

っ
て
茂
吉
も

こ
ち

ら
に

移

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の

一
月
後

「明
星
」
は

一
〇
〇
号
を
も

っ
て

八

終
刊

と
な
り
、
「
パ

ン
の
会
」
が

十
二
月

に
発
足
す

る

の
で
あ

る
。

こ
の

年
、

長
谷
川
天
渓

の

「
現
実
暴
露

の
悲
哀
」

(
一
月
)
、
田
中
王
堂

の

「我

国
に
於
け
る
自
然
主
義
を

論
ず
」

(八
月
)
な
ど

の
評
論
が
あ
ら
わ

れ
、

自
然
主
義
論
議

の
全
盛
期
を
む
か
え
て

い
た

の
で
あ
る
。
茂
吉
は
別
の
と

こ
ろ
で
次

の
よ
う

に
も
言

っ
て
い
る
。

こ
の
観
潮
楼
歌
会

の
歌
は
、
随
分

ハ
イ
カ

ラ
の
歌
で
、
鴎
外

先
生
自

身

、
リ
ル
ケ
の
詩
を
顧
慮
し
た
と
云

つ
て
ゐ
る

の
を
見
て
も
分
か
る
や

う

に
、

一
口
に
云

へ
ば

、
『象

徴
詩
』

と
看
做

し
て
よ

い
も

の
の
如

く

で
あ

る
。

(「
ゲ
ダ

ン
ケ

ン

・
リ
リ
ー
ク
」
)

明
治
四
十
二
年

一
月

の
観
潮
楼
歌
会

の
鴎
外

の

一
首

「希

臘

の
瓶
を
抜

け
出
で
て
文
机

の
螺
鈿

の
う

へ
を
舞
ふ
女
か
な
」
を
念
頭
に
お

い
て
、
鴎

外

の
歌

の
象
徴
詩
的
特
色
を
評

し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
時
期

の

明
治
四
十
二
年

五
月

一
日
発
行

の
雑
誌

「
ス
バ
ル
」

に

一
挙
に
連
載
さ
れ

た

「
我
百
首
」

に

つ
い
て
も

リ
ル
ケ
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
詩

の
影
響
が

多

い
こ
と
を
指
摘

し
、

実
作

と
し
て
真

の
革
新
を
成
就
し
た
と
は
云

へ
な

い
か
も
知
れ
ぬ
が
、



一
首

一
首
多
く

の
暗
指
を
将
来

の
歌
壇
に
投
じ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ

る
。

(「
ゲ
ダ

ン
ケ

ン

・
リ
リ
ー
ク
」
)

と
言
い
、
ど
ち
ら

か
と

い
う
と

一
首

一
首

の
歌

の
評
価

よ
り
も

、
鴎
外

の

歌
壇

に
投

じ
た
役
割

の
方
を
高
く
評
価
し
て
い
る

の
で
あ

る
。

日

明
治
四
十
三
年
、
尾
上
柴

舟

の

「
短
歌
滅
亡
私
論
」

(十
月
)

が
あ
ら

わ
れ

る
や
短
歌
界

に
あ
ら
ゆ
る
論
議
と
風
潮
が
ま
き

お
こ

っ
た
。
斎
藤
茂

吉

は
そ
の
反
論
を

四
十

四
年
か
ら

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
誌
上
に
こ
こ
ろ
み
た
。

短
歌
を
客
観
す
れ
ば
短
歌

の
形
式
は
抒
情
詩

の
形
式

で
あ

る
。

こ
の

事

は
世
俗
も

い
う

て
ゐ
る
。
ロ
ハ
ま
こ
と
に
こ

の
境
を
味

ふ
歌

人
は
幾

た

り
居

る
で
あ
ら
う
。
短
歌

の
形
式
は
詠
嘆
の
形
式

で
あ

る
。

こ
の
境
を

切
に
味
う

て
ゐ
る
余
は
正
に

こ
の
事

実

の
発
明
者

で
あ

る
。

こ
の
結
論

に
達

し
た
道
程

の
精
神
は
今
は
省
略
す
る
。

(「短

歌
小

言
」

ア
ラ
ラ
ギ

第

四
巻
第

五
号

・
明
治

四
十
四
年
五
月
号
)

こ
の
茂
吉

の
短
歌
イ

コ
ー
ル
抒
情
詩
イ

コ
ー

ル
詠
嘆
の
考
え
方

の
飛
躍

近
代
短
歌
史
試
論

は
、
茂
吉
歌
論

の
ど
こ
に
も

説
明
さ
れ

な
い
ま
ま
省
略

さ
れ

て
い
る
。

こ

の
考
え
方
を
実
証
し
茂
吉
歌
論
を
真
に
証
そ
う

と
思
う
な

ら
、
同
時
代
者

と

し
て
少
し
先
行
し
て

い
た
石
川
啄
木

の
歌
論
を
前
提

に
し
な

け
れ
ぼ
な

る
ま

い
。
生
前
、
茂
吉
と
啄
木
が
森
鴎
外
邸

で
催
さ
れ

た
観
潮
楼
歌
会

で

一
度
だ
け
会

っ
て

い
た
こ
と
は
先
に
も

ふ
れ

た
。
そ
し
て
そ
の
日
の
啄
木

の

「
日
記
」
に
た
だ

「
初
め
て

の
斎
藤
茂
吉

君
」

と
書

か
れ
た

の
み

で
以

後
、
茂
吉
は
啄
木
に
と

っ
て
わ
す

れ
ら
れ

た
存
在

で
あ

っ
た
。

し
か

し
、

歌
人
と

し
て

一
世
代
先
行
し
て

い
た
啄
木

か
ら
茂
吉

へ
の
影
響

と
い
う

こ

と

は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
茂
吉
は
啄
木

に
常

に
反
発

し
な
が
ら
、
啄
木

の

ひ
ら

い
て
く
れ
た
短
歌

の
日
常
的
、
生
活
的
発

想
を
彼

の
中
に
貪
欲

に
と

り

入
れ
る

こ
と
に

よ

っ
て

ア
ラ
ラ
ギ
イ
ズ

ム
と

し
て

の

「写
生
」

論

の

〈生
〉

の
考
え
方
を
大
き
く
ふ
く
ら
ま
せ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

先

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に

「
明
星
」

に
よ

っ
て
力
を

つ
ち

か

っ
て
き
た
石

川
啄
木
、
北
原
白
秋
、
木
下
杢
太

郎
な
ど
を

中
心

に

「
ス
バ
ル
」
が
創
刊

さ
れ
、

一
方
で
は
根
岸
短
歌
会
を
母
胎

に
し
た

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
発
行
さ

れ

て
新

し
い
世
代

の
胎
頭
が
み
ら
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
後
、
大
正

五
年
頃

ま

で
の
間
に
近
代
短
歌
は
様
々

の
才
能

の
歌

人
を
輩
出

さ
せ
、
文
学
史
上

に
お

い
て
は
最
も
華
や
か
な
時
代
の

一
つ
で
あ

る
と
も

い
え
る
。
す

で
に

明
治
三
十
五
年

一
月

の

「
叙
景
詩
」

運
動
の
中
か
ら
若
山
牧
水

や
前

田
夕

九



近
代
短
歌
史
試
論

暮
な
ど

の
新
し

い
世
代
も
輩
出
し
て
き
て
い
た
の
で
あ

る
。

そ
う

い
う
意
味
で
は
大
正
二
年
は
短
歌
史
上
、
あ
る
意
味

で
画
期
的
な

年

で
も
あ

っ
た
。
「
生
活
と
芸
術
」

(九

月
)
が
創
刊
さ
れ
、
「
朱
欒
」

(五

月
)
「
ス
バ
ル
」

(十
二
月
)

が
は
や
く
も
終
刊
す
る
。
そ
し

て
、
北
原
白

秋

の

『桐

の
花
』

(
一
月
)
、
尾
上
柴
舟

『
日
記

の
端
よ
り
』

(
一
月
)
、
松

村
英

一

『春

か

へ
る

日
に
』

(
五
月
)
、

土
岐
哀
果
編

『啄
木
歌
集
』

(六

月
)
、
島

木

赤
彦

・
中
村

憲
吉

『馬
鈴

署

の
花
』

(七

月
)
、

若
山

牧

水

『み
な
か
誘
』

(九
月
)
、
尾
山
篤

二
郎

『さ
す
ら

ひ
』

(九
月
)
、
斎

藤
茂

吉

『赤
光
』

(十

月
)
な

ど

の
歌
集
が
あ

い
つ
い
で
刊
行
さ
れ
た
年

で
も

あ
る
。
こ
れ
ら

の
中
で
、
と
ち

わ
け
斎
藤
茂
吉

の

『赤
光
』

が
、
こ
の
時

代

の

一
つ
の
大
き

な
可
能
性
を

ひ
め
た
も

の
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

「
大
き
な
可
能
性
」

と
は
、
単

に
ア
ラ
ラ
ギ
と

い
う

一
つ
の
結
社

の
可
能

性

の
み
で
な
く
、
他

の
結
社

の
歌
人

で
あ
る
北
原
白
秋
や
若
山
牧
水

や
土

岐
哀
果
ら
と
の
競
合
、
交
換
、
反
発

に
よ

っ
て
開
花
し
た
当
時

の
短

歌
界

の
ク

ロ
ス

・
オ
ー
バ
ー
現
象

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
で

あ
る
。斎

藤
茂
吉

の

『赤

光
』

(大
正

二
年
刊
)

に
よ

っ
て

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

が
蘇
生
す

る
こ
と
が

で
き
た

の
は
、
た
ん
に

「
比
牟

呂
」

に
よ

っ
て
い

一
〇

た
島

木
赤
彦
な
ど

の
合
流

に
よ
る
も

の
で
も
な

い
。
左
千
夫
に
よ

っ
て

媒
介
さ
れ
た
新

し
い
立
場
が
先
在

し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
茂
吉

は
、

啄
木
作
品
に
示

さ
れ

て
い
る
近
代
的
諸
性
格
を
、
ほ
と
ん
ど
く
ま
な
く

止
揚
す

る

こ
と

が
で
き

た
か
ら

で
あ

っ
た
。
そ

の
間

に
は
白
秋

・
夕

暮

・
牧
水

・
善
麿
な
ど
と

の
交
流

や
対
立
が
あ
り
、
そ
う
い
う
影
響

、

被
影
響
を
ふ
く

め
て
、
啄
木

の
生
活
歌

の
想
念
は

「
ア
ラ

ラ
ギ
」

に
継

承
さ
れ

て
い
る
。

(国
崎
望
久
太
郎

「
近
代
短
歌
史

の
輪
郭
」
)

国
崎
氏

は
、

こ
の
期

の
茂
吉
に

つ
い
て
、
た
ん
に

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
徒

と
し
て
の
み
位
置
づ
け
る

の
で
は
な
く
、
他

の
系
列
の
歌

人
た
ち
と
共
通

の

「
近
代
的
諸
性
格
」
を
持

ち
、
「生

活
歌

の
想
念
」

を
受

け
継
ぐ
も

の

と
し
て
、
互

い
に
影
響
し
、
影
響
さ
れ
な
が
ら
自
己
形
成

し
て
い

っ
た
歌

人
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
か
ら
、
大
正

二
年

の

『赤
光
』

や

『桐

の
花
』

の
歌
集
が
開
花
し
、
そ
れ
ら

の
歌
集
が
自
然

主
義
文
学
運
動
と

の
角
逐

の
の
ち
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
出

て
き
た

の
で

あ

る
。

四

大
正
三
年
、
島
木
赤

彦
は
長
野
県
の
郡
視
学

の
職
を
な
げ
う

っ
て
上
京



し
た
。
そ

し
て
大

正
六
年
に
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
編
集
責
任
者

に
な

る
に

及
び
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
よ

っ
て
当
時

の
歌
壇
が
席
捲

さ
れ
て
ゆ
く

こ
と

に
な
る
の
で
あ

る
。
尾
山
篤

二
郎
は
そ
う
し
た

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
歌
壇

に

お
け
る
専
制
主
義
を
次

の
よ
う
に
言

っ
て

い
る
。

惟
ふ

に
、
結
社
と

い
ふ
も

の
の
必
要
を
感

じ
、
そ
の
利
用
法
を
学
ん

だ

の
で
あ

つ
た
が
、
学
ん
だ
結
果
、
恐
ら
く
結
社

の
利
用
法
は

こ
れ
以

上
出
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
点

ま
で
や

つ
た
の
が

ア
ラ
ラ
ギ

で
あ
る
。

ア
ラ
ラ
ギ
と

い
ふ
よ
り
も

島
木
赤
彦
が

や
つ
た

と
明
瞭

に
言

つ
て
も

い

い
。
そ
し
て
そ

の
遣
り
方

は
余
程
家
康

に
似

て
ゐ
る
。

(「
ア
ラ
ラ
ギ
雑
誌
」

〈
ア
ラ
ラ
ギ

ニ
十

五
周
年
記
念
号
〉
)

こ
こ
で
言
う

「結
社

の
利
用
法

は
こ
れ
以
上
出
な
か
ら
う
と
思
は
れ

る

点
ま
で
や

つ
た
」

と
は
、
根
岸
短
歌
会
が
創
設
頭
初
よ
り
支

柱
に
お
い
た

伝
統

的
な
師
弟

関
係
を
中
核

に
お
き
、
師
資
相
承

の
関
係
を

正
岡
子
規

か

ら
伊
藤
左
千
夫

へ
、
そ
し

て
そ

の
後
、
紆
余
曲
折
を
経

な
が

ら
も
島
木
赤

彦
が
継
承

し

一
人

の
宗
匠
と
し
て
頂
点
に
す
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
結
社

に

所
属
す
る

一
人

一
人
を
み
ご
と
に
統
率
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

斎
藤
茂
吉
も
大
正
八
年
頃

の

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
つ
い
て
、
歌
壇

の
中
で

近
代
短
歌
史
試
論

一
つ
の
安
定
期
に
は

い
っ
た
こ
と
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

併

し
総
じ
て

ア
ラ
ラ
ギ
歌
風
は
順
調
に
の
び

て
行
き
、
写
生
、
実
相

観
入

の
説

の
実
行
が
力
強
く
行

は
れ

て
行

つ
て
ゐ

る
。
そ
し

て
ア
ラ
ラ

ギ

の
歌
風
が
既
に
歌
壇

の
主
潮

流
を
形
成

し
、
当
時

の
歌

の
雑
誌
を
見

れ
ば
、
概
ね

ア
ラ
ラ
ギ
調
の
歌

に
な

つ
て
し
ま

つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ

の
傾
向
は
何
時
の
ま
に
か
歌
壇

の
大
家

に
も
移
行
し

つ
つ
あ
る
こ
と
を

鮮
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

(「
ア
ラ
ラ
ギ
ニ
十
五
年
史
」
)

島

木
赤

彦

は

こ
の
期
、

「
ア

ラ
ラ
ギ
」

の
統

率
者

と
し

て
意
欲

的

に

「
写
生
」
説
を
提
唱

し
、
万
葉
調

の
復
活
を
う

っ
た
え

、
さ
ら
に
そ
の
集

約

と
し
て
の
鍛
錬
道
と

い
う
人
生
観
的
方
法
を
短
歌

の
中
枢
部

に
も
ち

こ

む

こ
と
に
よ

っ
て
精
緻
な
自
然
観
照

の
作

品
を
尊

重
し
、
自
ら
も
創
作

し

て
ゆ
く
時
期

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
歌
う
対
象
を
自
然
的
自
然

と
私
的
領
域

に
さ
ら

に
限
定
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ

っ
て
深
化
さ

せ
は
し
た
が
、
逆

に

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
現
実
主
義

の
限
界
を
露
呈
さ

せ
、
現
実
生
活
と
社
会

的
分
野
に
お

い
て
十
分
に
適
応

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

っ
て

い

っ
た

時
期

で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
正
末
期

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

の
激

動

の
時
期

の
社
会

的
現
実
を
把
握
す
る

こ
と
が
も
は
や
出
来
な

い
と
こ
ろ

一

一



近
代
短
歌
史
試
論

に
ま

で
島
木
赤
彦
を
頂
点
に
お
く

ア
ラ
ラ
ギ
の
鍛
錬
道
は
禁
欲
化
さ
れ
形

骸
化
さ
れ

て
い
た

の
で
あ
る
。

昭
和
を
す
ぐ
後
に
ひ
か
え
た
大
正
十
五
年

の
二
月
二
十
七

日
、
午
前
九

時

四
十

五
分
、
享
年

四
十
九
歳
三
か
月
で
赤
彦

は
こ
の
世
を
去

っ
た
。

(学
芸
学
部
教
授
)

一
二


