
　
　
　

は
じ
め
に

近
代
の
歌
人
で
あ
る
柳や
な
ぎ
わ
ら
び
ゃ
く
れ
ん

原
白
蓮
の
履
歴
お
よ
び
業
績
な
ど
に
関
し
て
は
、

大
方
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
そ
の
概

略
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
内
容
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。

柳
原
白
蓮
は
本
名
燁あ
き
こ子
。
一
八
八
五
（
明
18
）
年
一
〇
月
一
五
日
、
伯
爵

柳や
な
ぎ
わ
ら
さ
き
み
つ

原
前
光
を
父
、
柳
橋
の
芸
妓
り
ょ
う
を
母
と
し
て
誕
生
し
、
後
に
入
籍
し
て

柳
原
家
の
次
女
と
な
る
。
里
子
の
幼
児
期
を
経
て
、
九
歳
の
時
、
子
爵
北
小
路

家
の
養
女
と
な
り
、
養
父
随よ
り
み
つ光

か
ら
作
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
。
華
族
女
学

な
か
に
し
よ
う
こ
：
外
国
語
学
部
韓
国
語
学
科
教
授
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校
に
通
学
す
る
が
、
一
五
歳
（
一
九
〇
〇
）
で
同
家
の
養
子
北
小
路
資す
け
た
け武
と
結

婚
。
京
都
に
転
居
し
、
翌
年
功い
さ
み
つ光
を
出
産
す
る
。
二
十
歳
の
年
に
離
婚
し
、
実

家
の
義
母
初
子
に
よ
る
幽
閉
期
間
の
後
、
二
三
歳
で
東
洋
英
和
女
学
校
に
学

ぶ
。
こ
の
頃
、
義
姉
信
子
に
勧
め
ら
れ
佐
々
木
信
綱
主
宰
の
歌
会
「
竹
柏
会
」

（
歌
誌
「
心
の
花
」）
に
入
門
す
る
。

二
六
歳
（
一
九
一
一
）
で
二
五
歳
年
上
で
あ
る
九
州
筑
豊
の
炭
鉱
王
・
伊
藤

伝
右
衛
門
と
再
婚
、
飯
塚
に
住
む
。
こ
の
頃
よ
り
「
心
の
花
」
に
作
品
を
発
表

し
始
め
る
。
地
元
福
岡
を
中
心
と
し
た
知
識
階
級
や
名
流
夫
人
等
と
交
際
、
一
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九
一
五
（
大
４
）
年
第
一
歌
集
『
踏
絵
』
を
上
梓
す
る
。
別
府
の
別
荘
は
華
や

か
な
文
学
サ
ロ
ン
と
な
り
、
筑
紫
の
女
王
と
呼
ば
れ
る
。
一
九
一
九
年
（
大
８
）

『
几
帳
の
か
け
』『
幻
の
華
』
を
刊
行
し
（
34
歳
）、
翌
年
戯
曲
『
指
鬘
外
道
』
を

刊
行
。
こ
の
演
劇
上
演
を
通
じ
て
、
社
会
運
動
を
志
す
東
大
の
学
生
宮
崎
龍
介

と
知
り
合
い
、
文
通
を
始
め
る
と
と
も
に
恋
愛
関
係
に
発
展
す
る
。

一
九
二
一
（
大
10
）
年
十
月
二
十
日
伊
藤
家
を
出
奔
、
同
二
三
日
『
大
阪
朝

日
新
聞
』
に
燁
子
の
「
絶
縁
状
」
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
夫
伊
藤
伝

右
衛
門
に
よ
る
手
紙
「
燁
子
に
与
ふ
」
が
同
二
四
日
か
ら
二
七
日
に
わ
た
っ
て

掲
載
。
ま
た
、
両
家
の
親
族
会
議
、
裁
判
沙
汰
な
ど
紆
余
曲
折
を
経
て
、
一
一

月
離
婚
が
成
立
す
る
。
い
わ
ゆ
る
白
蓮
事
件
と
し
て
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。

一
九
二
二
（
大
11
）
年
三
七
歳
で
龍
介
と
の
長
男
香
織
を
出
産
す
る
。
一
九

二
三
（
大
12
）
年
関
東
大
震
災
に
遭
う
。
龍
介
と
正
式
に
結
婚
、
宮
内
省
よ
り

華
族
を
除
籍
さ
れ
る
。
一
九
二
四
年
小
説
『
則
天
武
后
』
を
刊
行
。
翌
年
長
女

蕗
苳
を
出
産
す
る
。
ま
た
同
年
歌
集
『
紫
の
梅
』
を
刊
行
。
以
後
龍
介
の
社
会

運
動
家
と
し
て
の
活
動
を
支
え
、
育
児
と
と
も
に
病
身
の
龍
介
に
代
わ
っ
て
生

活
費
の
た
め
の
執
筆
活
動
を
精
力
的
に
こ
な
し
て
い
く
。
こ
の
間
の
主
な
著
著

と
し
て
歌
集
『
流
転
』『
筑
紫
集
』、
自
伝
『
荊い
ば
ら
の
み

棘
の
実
』、
小
説
『
恋
愛
懺
悔
』

『
青
春
譜
』
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
三
五
（
昭
10
）
年
歌
誌

『
こ
と
た
ま
』
を
創
刊
し
、
主
宰
す
る
。

一
九
三
九
（
昭
14
）
年
『
歴
代
女
流
歌
人
の
鑑
賞
』、
一
九
四
三
（
昭
18
）
年

小
説
『
民
族
の
と
み
し
び
』
を
刊
行
す
る
。
一
九
四
五
（
昭
20
）
年
八
月
一
一

日
、
鹿
児
島
県
串
木
野
に
て
学
徒
出
陣
中
の
長
男
香
織
が
米
軍
機
の
爆
撃
に
よ

り
戦
死
す
る
。
翌
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
に
出
演
し
、
こ
れ
を
機
に
平
和
運
動
を
始

め
「
悲
母
の
会
」
を
結
成
す
る
（
後
に
「
国
際
悲
母
の
会
」
を
経
て
「
世
界
連

邦
婦
人
部
」
に
）。
一
九
五
三
（
昭
28
）
年
六
八
歳
頃
よ
り
一
九
六
一
年
七
六
歳

頃
に
か
け
て
、
講
演
の
た
め
全
国
各
地
を
旅
行
す
る
。
こ
の
間
歌
集
『
地
平
線
』

（
昭
31
）、
自
伝
『
火
の
国
の
恋
』
を
刊
行
。
ま
た
、
こ
の
頃
よ
り
緑
内
障
の
た

め
徐
々
に
視
力
を
失
う
。
一
九
六
七
（
昭
42
）
年
二
月
二
二
日
八
一
歳
に
て
永

眠
す
る（
１
）。

白
蓮
は
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
、
数
奇
な
履
歴
を
持
つ
歌
人
で
あ
る
が
、
稀

に
み
る
美
貌
と
、
大
正
天
皇
と
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
華
族
出
身
で
あ
る
こ
と

ま
た
、
因
襲
の
い
ま
だ
根
深
か
か
っ
た
当
時
の
社
会
環
境
に
加
え
、
世
に
喧
伝

さ
れ
る
白
蓮
事
件
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
し
た

が
っ
て
作
品
な
ど
も
そ
う
し
た
部
分
で
広
く
知
ら
れ
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
歌
人
で
も
あ
る
。
作
品
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
踏
絵

や
『
幻
の
華
』
の
世
界
に
伺
わ
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
閨
秀
歌
人
と
し
で
で
あ

る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
後
半
生
に
も
光
を
あ
て
ら
れ
、
再
評
価
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
見
え
は
じ
め
て
い
る（
２
）。
筆
者
は
す
で
に
二
〇
〇
九
年
三
月
よ
り
同
歌

人
の
作
品
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
試
み
て
き
た
が
、
よ
う
や
く
『
踏
絵
』
を
読

み
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
段
階
で
あ
る（
３
）。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
長
男
香
織
の
戦
死
以
降
の
、
晩
年
に
あ
た
る
時
期
の
活

動
が
、
最
終
歌
集
で
あ
る
『
地
平
線
』
と
そ
の
周
辺
の
作
品
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
な
結
実
を
見
た
か
を
探
っ
て
み
よ
う
と
し
た
。

　
　
　

一

ま
ず
、
白
蓮
の
後
半
生
は
ど
の
時
期
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う



柳原白蓮における歌の変容と到達3

か
。
大
き
く
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
宮
崎
龍
介
と
の
結
婚
後
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
自
ら
の
意
志
で
は
な
い
二
度
に
も
お
よ
ぶ
結
婚
に
翻
弄
さ
れ
た
日
々

か
ら
脱
出
し
、
つ
つ
ま
し
い
な
が
ら
も
心
の
通
い
合
う
夫
と
二
人
の
子
ど
も
に

恵
ま
れ
た
、
家
庭
の
主
婦
と
し
て
の
人
生
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。『
紫
の
梅
』
は

そ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
歌
集
と
し
て
記
念
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
歌
風
の

変
遷
を
み
る
上
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
「
あ
と
が
き
」

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
集
め
た
歌
三
百
首
は
、
何
れ
も
私
の
新
生
涯
に
入
つ
て
か
ら
の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
以
前
の
ま
だ
本
に
し
て
な
い
歌
即
ち
踏
絵
及
び
、
ま

ぼ
ろ
し
の
花
、
自
選
歌
集
の
後
の
も
の
お
よ
そ
一
千
首
は
ノ
ー
ト
の
ま
ゝ

か
の
大
震
災
に
あ
つ
て
皆
焼
い
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
其
の
当
時
は
惜

し
い
こ
と
を
し
た
や
う
に
も
思
つ
た
が
、
後
か
ら
考
え
見
る
と
い
つ
そ
灰

に
な
つ
て
し
ま
つ
て
よ
か
つ
た
と
思
ふ
。
そ
れ
は
多
く
恨
ら
み
（
マ
マ
）

と
呪
ひ
と
悲
し
み
の
記
述
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
一
切
の
古
い
衣
を

脱
ぎ
す
て
ゝ
す
べ
て
新
ら
し
く
自
己
の
歩
み
を
強
く
ふ
み
し
め
て
行
か
う

と
す
る
時
に
こ
の
歌
集
を
公
け
に
す
る
こ
と
は
私
の
身
に
と
つ
て
は
意
味

深
い
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（『
紫
の
梅
』
聚
芳
閣
刊　

原
文
の
ま
ま　

旧
漢
字
使
用
）

収
録
し
た
三
百
首
は
「
新
生
涯
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
」
と
い
い
、「
一
切
の

古
い
衣
を
脱
ぎ
す
て
ゝ
す
べ
て
新
ら
し
く
自
己
の
歩
み
を
強
く
踏
み
し
め
て
行

か
う
と
す
る
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
意
志
で
獲
得
し
た
人
生
を
ス
タ
ー

ト
し
よ
う
と
す
る
、
強
い
決
意
が
文
面
に
充
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
の
が
み
て
と
れ

る
だ
ろ
う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。あ

ゝ
け
ふ
も
う
れ
し
や
か
く
て
生
き
の
身
の
わ
が
ふ
み
て
た
つ
大
地
は
め

ぐ
る

あ
な
た
ふ
と
尺
に
も
足
ら
ぬ
水
の
面
に
月
は
ま
ど
か
に
影
お
と
し
き
ぬ

わ
れ
を
生
む
神
の
使
命
の
何
ぞ
も
と
お
も
ふ
目
に
し
む
大
空
の
い
ろ

（「
大
地
は
め
ぐ
る
」
二
二
首
の
内
）

本
歌
集
は
本
稿
中
に
掲
げ
る
他
に
、「
む
ら
さ
き
の
梅
」「
お
も
ひ
で
」「
春
よ

り
夏
へ
」
な
ど
一
五
の
小
題
か
ら
成
る
。
ま
ず
、
右
の
よ
う
な
歌
か
ら
始
ま
る

が
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
生
き
て
あ
る
身
の
有
難
さ
と
不
思
議
さ
の
思
い
を
噛
み

し
め
る
と
同
時
に
、
あ
ら
た
め
て
大
地
自
然
、
風
物
に
対
す
る
新
鮮
な
感
動
が

詠
わ
れ
て
い
る
。
二
首
目
の
よ
う
に
小
さ
な
水
面
に
月
影
が
映
っ
て
い
る
と
い

う
、
普
段
の
何
で
も
な
い
身
の
回
り
の
情
景
に
心
を
寄
せ
る
ゆ
と
り
も
、
こ
こ

に
は
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。『
踏
絵
』
や
『
幻
の
華
』
で
は
ま
ま

な
ら
ぬ
日
々
や
身
の
不
運
を
嘆
き
、
架
空
と
も
現
実
と
も
つ
か
ぬ
恋
に
心
を
燃

や
す
よ
う
な
主
観
的
な
歌
が
大
半
を
占
め
、
日
常
詠
や
叙
景
歌
が
き
わ
め
て
少

な
か
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
こ
れ
は
大
き
な
変
化
と
言
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
燁
子
は
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
も
遭
遇
し
て
い
る
。
伊
藤
伝

右
衛
門
と
の
離
婚
が
成
立
し
た
後
、
柳
原
家
で
監
禁
の
身
と
な
り
香
織
を
出
産

す
る
が
兄
嫁
方
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
父
親
を
め
ぐ
っ
て
の
裁
判
な
ど
を
経
て
香

織
は
宮
崎
家
に
、
燁
子
は
柳
原
家
の
依
頼
に
よ
り
本
郷
の
中
野
家
本
邸
に
預
け

ら
れ
て
い
る
頃
で
あ
っ
た
。

ゆ
り
か
へ
し
ま
た
ゆ
り
か
へ
す
地
ひ
ゞ
き
に
兢
々
と
し
て
夜
も
い
ね
ら
れ

ず
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か
ゝ
る
と
き
わ
れ
を
さ
が
さ
ぬ
は
ら
か
ら
も
悲
し
が
り
つ
ゝ
夜
を
明
か

し
け
り

夜
と
な
れ
ば
西
も
東
も
み
ん
な
み
も
紅
々
と
も
ゆ
た
ゞ
お
そ
ろ
し
き

い
た
づ
ら
に
火
焔
の
方
を
な
が
め
つ
ゝ
知
れ
る
か
ぎ
り
の
い
の
ち
か
ぞ

へ
ぬ

針
一
本
糸
一
尺
も
も
た
ぬ
身
の
い
の
ち
ひ
と
つ
を
獲
て
か
へ
り
来
し

い
ま
こ
そ
は
わ
が
魂
を
手
の
ひ
ら
の
く
ぼ
み
の
中
に
入
れ
た
る
こ
ゝ
ち

雨
降
れ
ば
今
宵
焼
野
に
す
て
ら
れ
し
な
き
魂
ま
よ
ふ
声
か
と
ぞ
お
も
ふ

（「
大
禍
日
」
二
八
首
の
内
）

右
の
よ
う
な
作
品
を
読
む
と
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
東
日
本

大
地
震
の
被
災
状
況
が
生
々
し
く
甦
っ
て
く
る
。
寄
寓
し
て
い
た
中
野
家
は
こ

の
時
焼
失
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
、
三
首
目
の
よ
う
な
、
身
を
も
っ
て
体
験

し
た
災
害
の
情
況
を
リ
ア
ル
に
描
写
す
る
冷
静
な
目
と
、
五
、
六
首
目
に
み
る

よ
う
に
、
救
わ
れ
た
命
へ
の
深
い
い
と
お
し
み
と
感
謝
の
思
い
が
お
の
ず
か
ら

融
和
し
た
一
連
（
二
八
首
）
と
な
っ
て
い
る
。
五
首
目
の
「
針
一
本
糸
一
尺
も

も
た
ぬ
身
の
」
の
具
体
的
な
表
現
、
六
首
目
の
「（
わ
が
魂
を
）
手
の
ひ
ら
の
く

ぼ
み
の
中
に
入
れ
た
る
こ
ゝ
ち
」
に
み
る
卓
越
し
た
比
喩
な
ど
、
緊
張
感
を
も

っ
て
迫
る
佳
品
が
揃
う
。
ま
た
、
三
首
目
や
七
首
目
で
は
周
囲
へ
の
人
々
や
死

者
へ
の
心
や
り
と
悼
み
に
及
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
一
方
で
は
、
誰
も
が
肉
親
や
知
人
の
安
否
を
互
い
に
確
か
め
よ
う
と
す
る

中
で
、
実
家
で
あ
る
柳
原
家
か
ら
は
つ
い
に
何
の
連
絡
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

二
首
目
は
そ
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
返
っ

て
婚
家
の
宮
崎
家
に
移
る
よ
い
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
自
然
災
害
に
よ
る
希
有
な
体
験
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
機

会
詩
の
分
野
に
お
い
て
ま
さ
に
現
実
に
根
ざ
し
た
、
確
か
な
目
に
よ
る
歌
の
世

界
を
拓
き
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

意
味
を
な
さ
ぬ
幼
き
人
の
唄
声
も
い
つ
か
言
葉
と
な
り
て
日
を
ふ
る

母
は
好
き
と
頬
を
よ
せ
て
く
る
幼
子
の
小
さ
き
顔
に
日
の
て
り
は
ゆ
る

父
あ
り
て
母
あ
り
て
な
ほ
祖
母
あ
り
て
愛
の
中
な
る
子
に
涙
お
つ

（「
幼
き
も
の
」
一
五
首
の
内
）

み
と
り
す
れ
ば
離
れ
小
島
に
あ
る
心
地
淋
し
け
れ
ど
も
心
足
ら
へ
る

氷
わ
る
そ
の
手
ぬ
く
め
て
大
な
る
瀬
戸
の
火
鉢
を
か
い
抱
き
け
り

人
あ
り
て
心
う
れ
し
く
人
あ
り
て
心
か
な
し
き
こ
れ
や
人
妻

（「
看
護
日
誌
一
六
首
の
内
」）

離
れ
離
れ
だ
っ
た
夫
婦
親
子
が
、
よ
う
や
く
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
こ
と

に
な
っ
た
。
歌
集
中
に
は
「
ふ
た
親
の
情
け
を
し
ら
ぬ
わ
れ
な
が
ら
子
の
た
め

に
よ
き
母
と
な
る
日
よ
」
と
も
み
え
る
が
、
肉
親
の
愛
情
に
恵
ま
れ
ず
育
っ
た

燁
子
に
と
っ
て
、
育
児
に
も
夫
の
看
護
に
も
心
満
ち
た
日
々
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
睡
眠
時
間
を
削
り
な
が
ら
の
執
筆
活
動
や
、
夫
の
社
会
改
革
運
動
に
共

鳴
し
て
集
ま
っ
て
き
た
若
い
人
々
の
世
話
な
ど
を
行
い
な
が
ら
の
こ
と
で
も
あ

っ
た
と
い
う（
４
）。

子
へ
そ
そ
ぐ
こ
ま
や
か
な
ま
な
ざ
し
、
病
む
夫
を
い
た
わ
り
気

づ
か
う
心
が
お
の
ず
と
歌
の
か
た
ち
に
な
っ
た
よ
う
な
、
素
直
な
詠
い
ぶ
り
で

あ
る
。
も
っ
と
も
「
衣
か
へ
か
ろ
き
ひ
と
へ
の
肌
さ
は
り
若
葉
の
匂
ひ
身
に
こ

そ
ば
ゆ
き
（「
春
か
ら
夏
へ
」）」
の
よ
う
な
、
従
来
の
燁
子
ら
し
い
や
わ
ら
か
な

感
性
も
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。
貧
し
く
と
も
い
か
に
多
忙
な
日
々
で
あ
ろ
う
と

も
、
燁
子
に
は
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
自
分
の
生
き
る
場
所
を
見
出
し
た
思
い
で
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あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
「
三
千
大
千
世
界
の
ひ
と
り
と
身
を
な
し
て
此
の
世
を
か
り
の
よ
と

は
思
は
ず
（「
非
思
量
」）」
と
あ
る
下
句
の
、
仮
の
世
で
は
な
い
現
実
の
世
で
あ

る
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
確
か
な
自
覚
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
も
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
「
天
上
の
花
の
姿
と
思
ひ
し
は
か
り
寐
の
宿
の
ま

ぼ
ろ
し
の
花
（『
踏
絵
』）」
と
詠
ん
だ
作
者
で
あ
っ
た
。『
心
の
花
』
の
旧
派
和

歌
的
な
し
ら
べ
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
保
ち
つ
つ
、
現
実
の
生
活
に
向
き
あ

っ
て
詠
う
態
度
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、『
紫
の
梅
』
は
意
味
深
い
歌
集
で

あ
っ
た
。

　
　
　

二

こ
れ
に
続
く
『
流
転
』
は
一
九
二
八
（
昭
３
）
年
五
月
刊
行
で
あ
る
。

生
れ
来
し
ち
ひ
さ
き
人
の
片
笑
く
ぼ
三
日
目
に
し
て
見
出
で
た
る
か
な

子
等
に
き
か
す
こ
の
ま
り
う
た
も
悲
し
や
な
母
な
ら
ぬ
人
を
母
と
せ
し
頃

傍
ら
に
吾
子
と
い
ふ
も
の
眠
ら
せ
て
女を
み
な
ご子

の
幸さ
ち

を
知
り
そ
め
ぬ
わ
れ

静
か
な
り
遠
き
昔
の
思
出
を
泣
く
に
よ
ろ
し
き
五
月
雨
の
音

（『
流
転
』
不
二
書
房
）

そ
の
多
く
を
占
め
る
の
は
、
引
き
つ
づ
き
母
親
と
し
て
二
人
の
子
ど
も
を
愛

情
深
く
み
つ
め
た
歌
で
あ
る
。
右
の
一
首
目
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
長
女
蕗ふ

き苳

を
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。
母
親
ら
し
い
幸
せ
に
満
ち
た
歌
で
あ
る
。
二
首
目
も

複
雑
な
事
情
の
中
で
育
っ
た
幼
児
期
を
悲
し
み
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
母
で
あ
る

こ
と
の
、
や
は
り
幸
せ
を
確
認
し
て
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。
三
首
目
も
同
様
の
、

技
巧
の
な
い
素
直
に
心
情
の
に
じ
み
で
た
歌
だ
。
四
首
目
で
は
昔
の
思
い
出
の

か
な
し
み
を
「
五
月
雨
の
音
」
が
や
わ
ら
か
に
包
ん
で
い
る
佳
作
で
あ
る
。

同
歌
集
に
は
「
坊
や
の
心
に
な
り
て
よ
め
る
歌
（
一
八
首
）」
と
あ
る
中
に

「
妹
を
ま
た
い
ぢ
め
た
と
叱
ら
れ
た
大
袈
裟
な
声
で
な
く
も
の
だ
か
ら
」
な
ど

と
も
み
え
て
お
り
、
子
等
へ
そ
そ
い
だ
愛
情
が
い
か
に
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
充
分
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
前
歌
集
『
紫
の
梅
』
に
比
べ

る
と
、
お
だ
や
か
に
素
直
に
詠
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
も
の
足
り

な
さ
が
残
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
年
に
は
『
筑
紫
集
』（
万
里
閣
書

房
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
踏
絵
』『
几
帳
の
か
け
』『
幻
の
華
』『
指

鬘
外
道
』『
み
ど
り
丸
』
な
ど
、
飯
塚
で
の
十
年
間
に
刊
行
し
た
著
書
を
ま
と
め

て
一
冊
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
地
平
線
』
に
繋
が
る
歌
集
と
し
て
は

『
紫
の
梅
』
と
『
流
転
』
で
あ
る
が
、
中
で
も
『
紫
の
梅
』
を
重
視
し
た
い
の
は

先
述
し
た
通
り
で
あ
る（
５
）。

さ
て
、
右
に
み
た
歌
集
と
重
な
る
時
期
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

の
燁
子
の
活
動
の
一
つ
に
吉
原
の
娼
妓
を
か
く
ま
い
、
そ
の
廃
業
と
社
会
復
帰

を
助
け
た
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
吉
原
の
郭
を
脱
出

し
て
救
い
を
求
め
た
娼
妓
・
春
駒
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

　

娼
妓
廃
業
ま
で
の
実
務
は
岩
内
（
筆
者
注　

龍
介
の
友
人
で
労
働
総
同

盟
の
紡
織
組
合
長
・
岩
内
善
作
）
に
ま
か
せ
た
白
蓮
だ
っ
た
が
、
そ
の
あ

と
の
社
会
復
帰
に
は
彼
女
の
努
力
の
跡
が
に
じ
む
。
ま
ず
雑
誌
『
婦
女
界
』

に
「
郭
を
脱
出
し
て
白
蓮
夫
人
に
救
は
る
ゝ
ま
で
」
を
書
か
せ
る
（
大
正

一
五
年
七
月
号
）。
こ
れ
を
も
と
に
『
光
明
に
芽
ぐ
む
日
～
初
見
世
か
ら
脱

出
ま
で
～
』
が
白
蓮
の
序
文
つ
き
で
文
化
生
活
研
究
会
か
ら
出
版
さ
れ
た

の
が
、
大
正
一
五
年
一
二
月
。
そ
の
後
『
婦
人
公
論
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
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た
文
と
、
読
者
か
ら
の
反
響
を
加
え
て
『
春
駒
日
記
』
が
前
著
と
同
じ
文

化
生
活
研
究
会
か
ら
出
版
さ
れ
る
（
昭
和
二
年
十
月（
６
））。

他
に
も
千
代
龍
の
記
事
な
ど
が
当
時
の
新
聞
紙
上
に
報
道
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
娼
婦
救
済
活
動
は
世
間
に
か
な
り
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
夫
龍
介
の

影
響
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
親
身
に
な
っ
て
世
話
を
す
る
背
景
に
は
、
前
半
生

で
な
め
て
き
た
尋
常
で
は
な
い
人
生
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
と
り

わ
け
、
十
年
間
の
飯
塚
時
代
に
京
都
か
ら
野
口
さ
と
、
お
ゆ
う
姉
妹
を
呼
び
寄

せ
、
夫
伝
右
衛
門
の
夜
の
相
手
を
さ
せ
た
こ
と
、
宮
崎
龍
介
と
出
奔
す
る
直
前
、

博
多
の
名
妓
ふ
な
子
を
身
受
け
し
て
い
る
こ
と）

（
（

な
ど
と
、
け
し
て
無
関
係
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
活
動
に
関
わ
る
歌
と
し
て
、

嵐
つ
よ
く
雷
さ
え
も
鳴
る
と
き
を
お
か
し
て
来
る
悲
し
き
客
人

し
ど
け
な
き
伊
達
巻
き
す
が
た
こ
れ
や
こ
の
幾
多
の
人
に
ま
か
せ
た
る
身

か吉
原
の
遊
女
が
お
く
る
長
き
文
涙
お
と
し
て
見
は
し
た
れ
ど
も）

8
（

右
は
こ
う
し
た
折
の
、
事
実
に
即
し
て
の
作
で
あ
る
が
、
歌
そ
の
も
の
の
出

来
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
批
評
的
な
新
側
面
を
う
か
が
わ
せ
る
点
で
貴
重
で
あ

ろ
う
。
や
が
て
娼
妓
の
自
由
廃
業
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

三

さ
て
『
地
平
線
』
の
作
品
群
に
お
い
て
読
者
の
心
を
最
も
引
き
つ
け
る
の
は
、

や
は
り
、
長
男
・
香
織
の
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
死
と
そ
の
折
の
悲
歌

で
あ
ろ
う
。
香
織
は
早
稲
田
大
学
学
生
と
し
て
鹿
児
島
県
串
木
野
に
学
徒
出
陣

中
、
米
軍
の
爆
撃
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
終
戦
の
わ
ず
か
四
日
前
、
八
月
一
一

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
地
に
近
い
岬
、
長
崎
鼻
に
は
香
織
を
し
の
ん
だ
「
右

も
海
左
も
海
の
色
蒼
く
沖
の
小
島
に
想
ひ
は
ふ
か
し
」
の
歌
碑
が
立
つ
（
昭
和

三
一
年
串
木
野
市
が
建
立
）。
同
歌
集
は
「
万
象
」「
悲
母
」「
至
上
我
」「
人
の

世
」「
旅
」「
去
来
」
な
ど
の
小
題
を
も
つ
三
一
七
首
か
ら
な
る
が
、「
悲
母
」
六

十
首
が
香
織
を
偲
ぶ
歌
群
で
あ
る
。

か
へ
り
来
ば
吾
子
に
食
は
す
る
白
き
米
手
握
る
指
ゆ
こ
ぼ
し
て
は
見
つ

英
霊
の
生
き
て
か
へ
る
が
あ
り
と
い
ふ
子
の
骨
壺
よ
振
れ
ば
音
す
る

ふ
と
見
れ
ば
三
日
月
の
か
げ
子
の
あ
ら
ぬ
世
に
あ
へ
り
け
り
老
い
は
せ
ま

る
に

蒼
空
に
一
片
の
雲
動
く
な
り
母
よ
と
い
ひ
て
吾
を
よ
ぶ
ご
と
し

泣
く
こ
と
を
た
の
し
み
と
す
る
日
も
あ
り
て
あ
り
ふ
る
命
お
ご
そ
か
な
る

も秋
の
日
の
窓
の
あ
か
り
に
亡
き
吾
子
が
も
の
読
む
影
す
淋
し
き
日
か
な

も
し
や
ま
だ
か
え
る
吾
子
か
と
脱
ぎ
す
て
の
ほ
こ
ろ
び
な
ほ
す
心
う
つ
ろ

に夜
を
こ
め
て
板
戸
た
た
く
は
風
ば
か
り
お
ど
ろ
か
し
て
よ
吾
子
の
か
へ
る

と身
に
か
へ
て
い
と
し
き
も
の
を
泣
き
も
せ
で
何
し
に
吾
子
を
立
た
せ
や
り

つ
る

母
は
好
き
と
ほ
ほ
に
よ
り
来
し
子
の
ぬ
く
み
ふ
と
思
ひ
い
づ
る
日
向
ぼ
こ

し
て

焼
跡
に
芽
吹
く
木
の
あ
り
か
く
の
ご
と
吾
子
の
命
の
か
へ
ら
ぬ
も
の
か
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か
た
み
な
れ
ば
男
仕
立
を
そ
の
ま
ま
に
母
は
着
る
ぞ
も
今
は
泣
か
ね
ど

病
上
り
あ
ま
へ
て
母
を
離
さ
ぬ
子
も
て
あ
ま
し
つ
つ
ひ
る
げ
も
た
べ
ず

（『
地
平
線（
９
）』）

こ
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
く
と
、
き
り
の
な
い
ほ
ど
心
打
た
れ
る
作
が
多
い
。

『
紫
の
梅
』
や
『
流
転
』
に
見
た
よ
う
な
、
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
幸
せ
な
母
親

の
歌
に
比
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
悲
し
み
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
し
か
し
一

方
、
悲
歎
に
暮
れ
な
が
ら
も
そ
れ
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
堪
え
忍
び
、
じ
っ
と
向

き
あ
っ
て
い
る
目
が
あ
る
。
し
か
も
表
現
は
具
体
性
を
も
っ
て
悲
し
み
の
情
と

ひ
び
き
あ
い
、
ま
た
修
辞
的
な
技
巧
の
入
る
余
地
な
く
、
い
ず
れ
も
単
純
化
さ

れ
た
詠
い
ぶ
り
で
あ
る
。

愛
息
の
戦
死
に
よ
る
こ
う
し
た
母
親
の
悲
し
み
は
、
敗
戦
の
翌
年
一
九
四
六

（
昭
21
）
年
五
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
放
送
を
通
じ
て
訴
え
る
機
会
を
得
る
が
、

そ
れ
は
や
が
て
戦
後
の
平
和
運
動
へ
の
参
加
へ
繋
が
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
内

に
「
万
国
悲
母
の
会
」
を
結
成
す
る
に
至
る
。
個
の
悲
し
み
を
共
有
し
、
反
戦

に
繋
げ
よ
う
と
す
る
婦
人
達
の
運
動
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
活
動
と
の
関
わ

り
は
、
娼
妓
の
廃
業
と
社
会
復
帰
に
努
力
し
た
場
合
と
同
様
、
や
は
り
龍
介
に

よ
る
思
想
的
影
響
も
当
然
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
助
力
も
大
き
か
っ
た
に
違
い

な
い
。

一
九
四
九
年
四
月
二
三
日
付
け
の
『
婦
人
民
主
新
聞
』
に
は
、「
誰
故
に
こ
の

嘆
き
を
」
と
題
し
て
宮
本
百
合
子
に
よ
せ
た
、
次
の
よ
う
な
燁
子
の
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
今
は
、
言
論
の
自
由
時
代
と
な
つ
た
の
だ
そ
う
だ
け
れ
ど
も
私

共
に
は
ま
だ
割マ

マれ
切
つ
て
も
の
を
は
つ
き
り
い
う
こ
と
が
出
来
難
い
。
あ

の
日
、
日
の
丸
の
旗
を
肩
に
し
て
「
大
君
の
へ
に
こ
そ
死
な
め
と
い
つ
て

出
て
征
つ
た
あ
の
子
の
姿
は
、
胸
に
焼
き
つ
け
ら
れ
て
今
も
な
お
痛
む
。

あ
の
お
と
な
し
い
子
が
人
一
倍
子
ぼ
ん
の
う
の
両
親
の
家
を
、
不
平
一
つ

言
わ
ず
勇
ま
し
く
門
出
を
し
た
、
あ
れ
は
一
体
、
誰
故
に
誰
に
頼
ま
れ
て

あ
あ
し
た
こ
と
に
な
つ
た
の
か

─
と
。（
中
略
）

思
い
か
え
せ
ば
あ
の
戦
争
中
の
協
力
一
致
の
精
神
。
命
も
、
宝
石
も
、
金

も
惜
し
ま
な
か
っ
た
あ
の
時
の
あ
の
す
さ
ま
じ
い
皆
の
心
、
そ
れ
と
同
じ

も
の
が
世
界
平
和
の
た
め
に
湧
き
上
ら
ぬ
も
の
か
し
ら
、
こ
の
故
に
こ
そ

天
界
で
働
ら
い
て
い
る
と
信
じ
た
い
息
子
と
地
上
に
お
い
て
は
人
と
し
て

同
じ
目
的
に
協
力
し
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
我
子
を
犬
死
さ
せ
な

い
唯
一
の
道
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら）

（（
（

─
。

右
の
文
面
に
は
子
を
失
っ
た
悲
し
み
に
加
え
て
戦
争
へ
の
反
省
と
、
世
界
平

和
へ
の
祈
願
が
せ
つ
せ
つ
と
ひ
び
く
。
こ
れ
に
答
え
て
宮
本
は
同
紙
面
に
、

　
（
略
）『
あ
の
す
さ
ま
じ
い
皆
の
心
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
が
世
界
平
和
の

た
め
に
湧
き
上
ら
ぬ
も
の
か
し
ら
』
と
い
ふ
言
葉
は
、
燁
子
さ
ん
に
に
ち

り
よ
つ
て
、
そ
の
手
を
と
ら
せ
た
い
心
に
さ
せ
る
。
そ
う
な
の
よ
、
燁
子

さ
ん
。
わ
た
し
は
、
ど
ん
な
に
燁
子
さ
ん
か
ら
、
真
実
な
そ
の
ひ
と
こ
と

を
お
き
き
し
た
い
と
願
つ
て
ゐ
た
だ
ろマ

マう
そ
の
ひ
と
こ
と
が
、
全
日
本
の

女
性
の
胸
の
底
に
こ
だ
ま
と
な
つ
て
響
く
こ
と
を
願
ふ
だ
ら
う
。（
略
）

あ
な
た
の
愛
が
そ
ん
な
に
大
き
く
、
そ
ん
な
に
母
と
し
て
深
い
傷
に
な
ほ

疼
い
て
ゐ
る
の
に
、
も
う
一
遍
、
そ
の
傷
の
い
た
み
か
ら
か
ぐ
は
し
の
香

織
を
生
ん
で
見
よ
う
、
と
思
ふ
こ
と
は
お
で
き
に
な
ら
な
い
か
し
ら
。
今

度
は
戦
争
の
兇
□
と
非
人
間
性
に
向
か
つ
て
抗
議
し
、
行
動
す
る
、
け
ふ
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と
い
ふ
歴
史
の
時
代
に
お
け
る
香
織
を
。（
□
は
判
読
困
難
の
活
字
）

と
、
燁
子
の
訴
え
と
願
い
に
深
い
共
感
を
示
し
つ
つ
、
平
和
運
動
と
し
て
ぜ
ひ

実
践
し
て
ほ
し
い
と
激
励
し
て
い
る
。
社
会
主
義
作
家
で
あ
り
、
敗
戦
後
婦
人

運
動
の
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
宮
本
の
言
葉
は
、
運
動
の
端
緒
に
つ

い
た
ば
か
り
の
燁
子
に
と
っ
て
大
き
な
力
づ
け
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
悲
母
の
会
」
は
後
に
「
国
際
悲
母
の
会
」
と
な
り
、「
世
界
連
邦
平
和
運
動
」

に
発
展
し
て
婦
人
部
部
長
と
な
り
（
一
九
五
三
）、
全
国
各
地
を
講
演
す
る
旅
の

日
々
が
始
ま
る
。
同
平
和
運
動
に
は
湯
川
秀
樹
夫
人
ス
ミ
も
参
加
し
て
お
り
、

永
眠
し
た
一
九
六
七
（
昭
42
）
年
の
『
こ
と
た
ま
』
に
は
そ
の
弔
詞
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
（
第
33
巻
第
３
号
）。
こ
の
運
動
に
繋
が
る
歌
碑
「
原
爆
の
み
た
ま
に

誓
ふ
人
の
世
に
浄
土
を
た
て
む
み
そ
な
は
し
て
よ
」
が
東
京
目
黒
区
の
羅
漢
寺

に
立
つ
。

　
　
　

四

「
旅
」
を
中
心
と
し
て
『
地
平
線
』
の
作
品
に
詠
み
込
ま
れ
、
ま
た
注
記
さ
れ

た
多
く
の
地
名
は
、
こ
の
講
演
旅
行
の
時
の
も
の
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
大
半
は
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
作
品
の
配
列

順
に
列
挙
す
る
と
、
北
海
道
（
後
志
、
札
幌
、
月
寒
、
石
狩
、
旭
川
、
十
勝
平

野
、
根
室
、
狩
勝
、
北
見
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
庄
内
、
山
形
、
鳥
海
山
、
最

上
川
、
富
士
三
島
、
浅
間
、
駒
ヶ
岳
、
八
ケ
岳
、
伊
那
、
蓼
科
、
天
龍
川
、
猿

倉
温
泉
、
佐
渡
、
両
津
、
安
宅
の
関
、
長
良
川
、
伊
那
波
山
、
伊
良
湖
岬
、
伊

勢
、
関
の
地
蔵
、
鈴
鹿
山
、
阿
漕
、
志
摩
、
奈
良
、
栂
尾
、
堺
、
高
野
山
、
武

丈
公
園
、
讃
岐
、
博
多
、
筑
紫
の
海
、
豊
後
の
海
、
な
ど
と
み
え
る
。
ほ
ぼ
全

国
に
及
ぶ
四
十
箇
所
を
越
え
る
数
で
あ
る
。
そ
の
講
演
の
目
的
と
旅
の
日
付
を

知
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が）

（（
（

、
た
と
え
ば
、『
こ
と
た
ま
』
に
は
「
白

蓮
先
生
旅
行
ご
旅
行
日
程
」
と
し
て
「
九
月
二
十
一
日
（
阿
蘇
）
御
出
発　

九

月
二
十
六
日
迄
滞
在
（
こ
の
間
に
歌
碑
除
幕
式
悲
母
の
会
出
席
）」
な
ど
の
記
事

が
み
え
る
。（
第
20
巻
第
７
号　

他
に
同
巻
１
号
、
21
巻
８
号
、
23
巻
１
号
、
同

巻
３
号
な
ど
に
も
散
見
）

ま
た
、『
こ
と
た
ま
』
に
は
燁
子
の
執
筆
に
よ
る
随
筆
が
毎
号
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
に
は
旅
行
記
が
多
く
、
そ
の
目
的
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
平
和
運

動
の
た
め
の
講
演
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
話
の
内
容
は
例
え

ば
、「
午
后
観
光
ハ
ウ
ス
で
五
十
人
ほ
ど
の
集
り
。
例
に
よ
つ
て
、
世
界
連
邦
運

動
に
私
が
入
会
し
た
わ
け
と
、
漫
談
じ
み
た
歌
の
話
。
私
が
生
き
て
き
た
七
十

年
の
変
遷
。
と
り
と
め
も
な
い
話
だ
つ
た
が
、
酒
井
家
に
返
つ
た
ら
、
又
九
州

か
ら
の
戻
り
に
、
も
う
一
度
よ
つ
て
欲
し
い
と
の
こ
と
で
、
神
戸
を
十
七
日
に

と
約
束
し
て
し
ま
つ
た
。（
第
24
巻
第
４
号
）」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
多
く
は

歌
や
人
生
体
験
な
ど
に
つ
い
て
の
親
し
み
や
す
い
話
題
で
あ
り
、
平
和
運
動
そ

の
も
の
に
関
す
る
型
苦
し
い
内
容
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
私
的
な
祝

賀
会
や
歌
会
な
ど
に
し
て
も
必
ず
講
演
活
動
を
兼
ね
て
の
旅
で
あ
っ
た
よ
う
で

も
あ
る
。『
こ
と
た
ま
』
第
22
巻
第
２
号
の
「
一
月
の
旅
」
を
見
る
と
、

　

こ
の
頃
は
、
世
界
連
邦
婦
人
部
の
仕
事
が
追
々
本
格
的
に
な
つ
て
き
た
。

悲
母
の
会
解
消
問
題
の
起
き
た
時
、
だ
か
ら
先
生
は
、
歌
の
事
さ
へ
す
れ

ば
他
の
事
は
何
も
し
な
さ
る
な
と
、
意
見
さ
れ
た
。
併
し
自
分
の
運
命
の

流
れ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
私
も
香
織
が
生
き
て
帰
つ
て
来
た
ら
ば
、
大

方
冬
は
炬
燵
に
あ
た
っ
て
、
孫
の
相
手
を
し
な
が
ら
、
好
き
な
本
で
も
読



柳原白蓮における歌の変容と到達�

ん
で
い
て
、
そ
れ
で
私
の
人
生
は
お
し
ま
い
に
な
る
筈
だ
っ
た
ろ
う
け
ど

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
斯
う
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

と
あ
り
、
次
の
よ
う
な
日
程
の
旅
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
沿
っ
て
箇
条
書

き
に
す
る
と
、

一
月
十
九
日
。
東
京
を
発
つ
、
本
日
熱
海
市
で
世
界
連
邦
結
成
会
式
が
あ

る
の
で
、
下
中
理
事
長
も
私
も
出
席
、
筒
井
節
夫
人
同
伴
。

廿
日
、
午
后
二
時
、
熱
海
発
は
と
に
て
大
阪
に
向
う
。

二
十
一
日
、
正
午
ス
エ
ヒ
ロ
に
て
、
御
主
人
の
接
待
を
受
け
、
二
時
労
仂

会
館
の
世
界
連
邦
大
会
出
席
。

二
十
二
日
。
堺
市
の
英
雄
の
姉
夫
婦
が
や
つ
て
い
る
福
姓
園
養
老
院
に
行

く
。

二
十
三
日
、
新
大
阪
ホ
テ
ル
で
世
界
連
邦
婦
人
部
の
結
成
式
、
所
謂
大
阪

一
流
婦
人
の
集
り
、
多
く
川
島
夫
人
に
依
る
。
東
京
よ
り
も
こ
こ
が
日
本

の
婦
人
部
と
し
て
大
き
く
動
く
の
で
は
な
い
か
と
。

二
十
四
日
、
信
修
教
団
に
行
く
、
金
光
教
の
流
れ
を
扱マ

マむ
教
団
で
あ
る
が

教
主
は
非
常
な
人
格
者
と
見
た
。

二
十
五
日
、（
略
）
四
天
王
寺
の
女
学
校
の
講
演
、（
略
）
夜
は
、
夜
学
校

の
男
の
学
生
へ
お
話
。

二
十
六
日
、（
略
）
電
車
で
香
里
大
八
公
園
に
行
く
、
川
島
夫
人
の
別
荘
八

十
八
人
ほ
ど
の
婦
人
の
集
。
三
時
頃
す
ま
せ
て
京
都
へ
。

二
十
七
日
、
十
一
時
、
都
ホ
テ
ル
の
中
外
（
日
報
）
社
主
の
祝
賀
会
。

二
十
八
日
、
川
島
夫
人
、
田
辺
さ
ん
と
、
白
蓮
を
囲
む
会
（
の
た
め
）
中

外
社
に
行
く
。

二
十
九
日
、
東
京
に
居
た
時
か
ら
申
し
渡
さ
れ
て
い
た
姫
路
へ
川
島
夫
人

と
行
く
、
労
仂
会
館
で
世
界
連
邦
の
話
。（
略
）
こ
こ
で
二
度
講
演
し
て
姫

路
の
宿
に
、
流
石
に
寒
い
の
と
で
お
湯
に
入
つ
て
床
に
つ
い
た
が
、
バ
ス

ガ
ー
ル
の
た
め
講
演
し
て
く
れ
と
て
九
時
過
ぎ
迎
い
く
る
。
自
分
の
体
も

少
し
は
い
た
わ
つ
て
い
い
か
と
思
い
、
川
島
夫
人
に
代
わ
つ
て
頂
く
、

二
月
二
日
、
ツ
バ
メ
で
帰
京
、

講
演
旅
行
は
一
九
五
三
（
昭
28
）
年
頃
か
ら
増
え
は
じ
め
る
が
、
ピ
ー
ク
は

丁
度
こ
の
頃
か
ら
の
二
、
三
年
で
あ
る
。
右
の
場
合
は
実
に
二
週
間
に
お
よ
ぶ

講
演
旅
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
一
九
五
六
（
昭
31
）
年
、
す
で
に
燁
子
は
七
一

歳
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
五
四
（
昭
29
）
年
以
降
一
九
五
九
年
ま
で
の
十
日
以

上
の
長
旅
は
、『
こ
と
た
ま
』
誌
上
に
見
る
限
り
、
右
の
を
含
め
八
回
に
お
よ

ぶ）
（（
（

。
さ
ら
に
こ
の
間
の
三
、
四
日
か
ら
一
週
間
程
度
の
旅
も
加
え
る
と
、
体
を

休
め
る
間
な
く
の
日
々
で
あ
た
こ
と
が
充
分
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ひ

た
む
き
な
旅
は
、

巡
礼
の
心
し
て
ゆ
く
旅
な
れ
ば
北
の
は
て
に
も
わ
が
ゆ
く
も
の
か

と
み
ず
か
ら
詠
う
巡
礼
さ
な
が
ら
の
、
死
者
へ
の
鎮
魂
と
平
和
へ
の
祈
り
に
強

く
支
え
ら
れ
た
旅
で
あ
っ
た
。

ど
こ
の
国
の
誰
が
ぬ
れ
居
る
雨
な
ら
む
と
ほ
く
に
見
ゆ
る
雨
雲
低
し

き
き
ほ
れ
て
し
づ
か
に
涙
た
る
る
な
り
山
河
草
木
み
な
声
放
つ

道
の
べ
の
鼻
か
け
地
蔵
け
ふ
ば
か
り
し
み
じ
み
と
し
て
拝
ま
れ
に
け
り

遠
つ
祖
の
な
み
だ
に
見
た
る
秋
の
空
佐
渡
は
け
ぶ
り
て
小
雨
と
な
り
ぬ

い
に
し
へ
の
ゆ
か
り
の
人
は
居
ら
ね
ど
も
そ
の
日
に
似
た
り
今
日
も
雪
降

る
（
山
形
）



中西　洋子 10

か
が
り
火
は
や
み
の
奥
よ
り
見
え
そ
め
て
近
づ
き
来
る
鵜
飼
舟
い
く
つ

旅
の
歌
は
属
目
の
叙
景
歌
が
多
く
、
ま
た
訪
ね
た
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ

と
も
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
。「
旅
」
九
三
首
も
例
外
で
は
な
い
。
右
で
は
二
首

目
、
三
首
の
、
山
河
草
木
の
放
つ
声
に
耳
を
傾
け
た
り
、
鼻
か
け
地
蔵
に
立
ち

止
ま
る
な
ど
、
祈
り
や
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
の
あ
ら
わ
れ
た
作
か
ら
は
、
お
の

ず
と
「
巡
礼
の
心
」
に
通
じ
る
も
の
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
一
首
目
の
「
ど

こ
の
国
の
誰
が
ぬ
れ
居
る
雨
な
ら
む
」
や
四
首
目
の
「
遠
つ
祖
の
な
み
だ
に
見

た
る
」、
六
首
目
の
「
い
に
し
へ
の
ゆ
か
り
の
人
は
居
ら
ね
ど
も
」
な
ど
に
み
る

よ
う
に
、
此
岸
彼
岸
を
超
え
た
人
懐
か
し
さ
の
思
い
の
こ
も
る
よ
う
な
叙
景
歌

で
あ
る
。
燁
子
の
持
ち
味
の
発
揮
さ
れ
た
秀
作
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

五

こ
の
よ
う
な
過
酷
と
も
見
え
る
無
理
の
多
い
講
演
旅
行
は
、
や
が
て
燁
子
の

目
を
苛
み
緑
内
障
に
侵
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
発
病
に
つ
い
て
、
一
九

五
九
年
一
一
月
岡
山
、
九
州
、
大
阪
へ
の
旅
に
同
伴
し
た
都
き
ち
が
「
随
伴
記
」

に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

二
十
一
日
、
先
生
昨
晩
は
お
目
が
痛
く
て
眠
れ
な
か
っ
た
と
の
事
今
朝

早
速
目
医
者
さ
ん
に
見
て
戴
い
た
ら
「
緑
内
障
」
と
の
事
、
こ
れ
は
大
変

だ
と
シ
ョ
ツ
ク
を
受
け
た
け
れ
ど
、
手
当
が
早
い
上
に
、
今
は
良
い
薬
も

あ
る
か
ら
全
治
な
さ
る
そ
う
で
、
や
っ
と
ホ
ツ
と
し
た
。

（『
こ
と
た
ま
』
第
25
巻
12
号
）

ま
た
次
の
号
に
は
、
燁
子
が
「
一
眼
に
光
を
失
い
て
思
つ
た
こ
と
」
を
載
せ

て
い
る
（
第
26
巻
第
１
号
）。
そ
こ
に
は
「
耳
で
見
、
目
で
き
く
と
い
う
こ
と

も
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
し
た
。
結
構
な
体
験
、
あ
り
が
た
い
事
で
す
。」
と
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
頃
よ
り
次
第
に
視
力
を
失
っ
て
い
き
、
一
九
六
一
（
昭
36
）

年
七
六
歳
で
両
眼
を
失
明
す
る
に
至
る
。
従
っ
て
講
演
旅
行
か
ら
も
文
筆
活
動

か
ら
も
遠
の
い
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
作
歌
は
永
眠
の
前
年
ま
で
続
け
ら
れ

た
。

手
と
足
を
眼
に
な
し
て
お
ぼ
つ
か
な
今
日
の
一
日
を
よ
う
や
く
暮
ら
し
ぬ

（
第
28
巻
第
４
号
）

眼
を
病
め
ば
思
い
出
を
よ
ぶ
声
の
し
て
今
を
昔
の
中
に
の
み
居
り

身
の
ま
は
り
う
た
た
さ
び
し
き
明
け
暮
れ
や
そ
こ
は
か
と
な
き
丁
字
の
匂

ふ 

（
同
第
28
巻
第
４
号
）

な
べ
て
皆
物
音
た
え
し
真
夜
中
は
声
な
ら
ぬ
声
の
な
に
か
聞
こ
ゆ
る

（
同
第
29
巻
第
７
号
）

さ
ら
に
、『
短
歌
研
究
』（
一
九
六
六
年
）
に
は

月
影
は
わ
が
手
の
上
と
教
へ
ら
れ
淋
し
き
こ
と
の
す
ず
ろ
極
ま
る

昨
日
と
言
ひ
今
日
と
く
ら
し
て
う
つ
そ
身
の
明
日
の
命
を
わ
が
生
き
む
と

すそ
こ
ひ
な
き
闇
に
か
が
や
く
星
の
ご
と
わ
れ
の
命
を
わ
が
う
ち
に
見
つ

い
つ
し
か
に
八
十
と
せ
生
き
て
つ
か
の
間
の
露
の
い
の
ち
の
こ
と
は
り
を

知
る 

（『
短
歌
研
究
』
11
月
号
）

辞
世
の
歌
と
い
う
べ
き
「
い
の
ち
」
十
首
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
視
力
の
喪
失
を
白
蓮
は
最
初
か
ら
素
直
に
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
よ
う
た
。
晩
年
親
交
の
あ
っ
た
詩
人
の
松
永
伍
一
に
よ
る
と
、
肉
眼
が
衰

え
て
も
心
願
が
冴
え
て
く
れ
ば
い
い
、
と
言
っ
た
北
原
白
秋
の
言
葉
に
つ
い
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て
、　

「
で
も
ね
、
ど
う
せ
盲
目
に
な
る
な
ら
幼
い
と
き
の
方
が
よ
か
っ
た
。
こ

の
齢
で
は
立
居
振
舞
い
が
不
自
由
で
、
そ
の
た
び
に
い
ら
い
ら
す
る
の

よ
。
心
眼
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
わ
ね
」

と
話
し
た
と
い
う
。
文
筆
活
動
を
続
け
て
き
た
者
に
と
っ
て
、
そ
の
苦
し
み
や

嘆
き
、
苛
立
ち
、
不
安
感
な
ど
は
視
力
あ
る
者
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
不

自
由
さ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
晩
年
に
松
永
が
会
っ
た
時
、

「
掌
に
月
の
光
が
映
っ
て
る
の
が
見
え
る
」

と
話
し
て
く
れ
た
の
が
救
い
で
あ
っ
た
、
と
も
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
一
連
の
作
に
は
、

命
や
生
き
る
こ
と
へ
の
限
り
な
い
い
と
お
し
み
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
夾

雑
物
を
取
り
除
い
た
、
澄
み
切
っ
た
歌
境
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
は

ま
た
、
松
永
の
言
う
右
の
部
分
と
細
や
か
に
ひ
び
き
合
う
浄
化
さ
れ
た
抒
情
世

界
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歌
境
に
到
達
す
る
背
後
に
は
、
彼
女
の
宗
教
観
と

の
関
わ
り
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
え
た

い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
前
半
生
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
後
半
生
で
味
わ
っ
た
最

愛
の
息
子
を
戦
死
さ
せ
た
悲
し
み
、
巡
礼
そ
の
も
の
の
よ
う
な
平
和
運
動
の
旅

と
視
力
の
喪
失
な
ど
、
数
々
の
試
練
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
し
た

歌
の
世
界
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
柳
原
白
蓮
の
最
終
歌
集
『
地
平
線
』
に
お
い
て
、
息
子
香
織
の
戦
死

を
嘆
く
歌
を
中
心
に
、
そ
の
生
き
方
と
と
も
に
拓
い
た
歌
境
を
と
ら
え
よ
う
と

し
た
。
な
お
、
本
稿
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
川
涯
利
雄
（
華
）・
伊
楚
子
夫
妻
に

香
織
戦
死
の
地
と
さ
れ
る
鹿
児
島
県
串
木
野
に
案
内
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
飯

塚
在
住
の
白
蓮
研
究
家
・
宮
嶋
玲
子
さ
ん
、
同
「
白
蓮
想
」
女
主
人
・
有
松
道

子
さ
ん
、
さ
ら
に
青
木
春
美
さ
ん
（
こ
こ
ろ
の
花
）
の
助
力
を
得
た
。
記
し
て

感
謝
申
し
上
げ
る
。

【
注
】

（
１
）『
柳
原
白
蓮
展
図
録
』「
略
年
譜
」（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
・
朝
日
新
聞
社
）

　

宮
崎
蕗
苳
・
聞
き
書
き
宮
嶋
玲
子
『
白
蓮　

娘
が
語
る
母
燁
子
』（
二
〇
〇
七
年
五

月
・
旧
伊
藤
伝
右
衛
門
邸
の
保
存
を
願
う
会
）

　

野
々
山
三
枝
編
「
柳
原
白
蓮
略
年
譜
」（『
短
歌
』
一
九
九
二
年
三
月
号
）

（
２
）
注
１
の
『
白
蓮　

娘
が
語
る
母
燁
子
』

（
３
）
中
西
「
焼
跡
に
芽
吹
く
木
の
あ
り
―
柳
原
白
蓮
の
後
半
生
と
歌
の
展
開
」
歌
誌

『
相
聞
』
38
号
～
第
44
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
～
二
〇
一
一
年
四
月
・
相
聞
の
会
）

（
４
）
注
１
の
『
柳
原
白
蓮
展
』
図
録
61
ｐ

（
５
）
松
平
盟
子
「『
紫
の
梅
』
と
『
地
平
線
』
を
つ
な
ぐ
も
の
」（『
短
歌
』
一
九
九
二

年
三
月
号
）

（
６
）
川
内
紀
「
吉
原
の
白
蓮
」（『
彷
書
月
刊
』
19
巻
２
号
二
〇
〇
三
年
一
月
・
弘
隆

社
）

（
７
）（
６
）
に
同
じ

（
８
）
永
畑
道
子
『
恋
の
華
・
白
蓮
事
件
』（
一
九
八
二
年
一
一
月
・
新
評
論
）

（
９
）
長
沢
美
津
編
『
女
人
和
歌
大
系
』
近
代
篇
、
及
び
『
こ
と
ば
の
つ
ば
さ
詩
歌
句
』

（
二
〇
〇
八
︲
九
冬
号
所
収
二
〇
〇
八
年
一
二
月
・
北
冥
社
）

（
10
）
尾
形
明
子
・
長
谷
川
修
監
修
『
戦
後
の
出
発
と
女
性
文
学
』
第
４
巻
（
二
〇
〇

三
年
五
月
・
ゆ
ま
に
書
房
）

（
11
）『
こ
と
た
ま
』
を
所
蔵
す
る
の
は
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
で
あ
る
が
、
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
が
揃
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

（
12
）『
こ
と
た
ま
』
第
20
巻
４
号　

同
第
21
巻
第
11
号　

同
第
24
巻
第
４
号　

同
第
24

巻
11
第
号　

同
第
25
巻
第
６
号　

同
第
25
巻
第
８
号　

同
第
25
巻
第
12
号
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（
13
）
松
永
伍
一
「
白
蓮
女
筺
」（『
短
歌
』
一
九
九
二
年
三
月
号
・
角
川
学
芸
出
版
）

（
平
成
23
年
11
月
9
日
受
理
）
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Abstract

Yanagiwara Byakuren’s “Chihei-sen （The Horizon）” published in 1956 as herlast collected 

poems includes the whole work written after “Ruten （TheVicissitudes）“ and “Tsukushi-shu”, 

both published in 1928. Death of her eldest son, a student soldier, Kaori in 1945, just before 

the end of WWII ismarked as one of the biggest misfortunes for this period of her life. The 

main part of this collected poems which runs to 60 pieces titled “Jibo （Affectionate 

Mother）” is therefore an elegy for Kaori, which expresses　such deep grief that surpasses 

workmanship, and allows her to achieve a new　poetic mood different from any traditional 

lyrical expressions. This paperattempts to see how she reached this matured poetic mood 

with some reference　to the time and society, focusing on her social activities and 

comparing　with her earlier works.

Keywords：modern tanka, Yanagiwara Byakuren, “Chihei-sen”, death in war
 of her son, pacifist movement

キーワード：近代歌人、柳原白蓮、最終歌集『地平線』、長男の戦死、平和運動


