
讃 の

妻発
覚 生

近

代

詩

を

め

ぐ

っ

て

書

（
Ｉ
）

―
―
‐

垣

田

時

明
治
三
十
八
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
島
崎
藤
村
の

「
若
菜
集
」
は
、
新
体
詩
の
自
ら
な
る
成
熟
で
あ
り
、
日
本
近
代
詩
の
最
初
の
誇

り
高
い
成
果
で
あ
り
、
そ
の
想
に
お
い
て
、
そ
の
形
に
お
い
て
、
以
後
の
詩
風
の
基
礎
を
定
着
さ
せ
た
詩
集
で
あ
る
こ
と
は
今
更
の
ベ

る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
然
し
な
が
ら
明
治
の
は
じ
め
に
出
発
を
起
し
た
新
体
の
詩
が
、

「
若
菜
集
」
と
し
て
結
実
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス

に
は
、
ヮ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
シ

ェ
リ
イ
、
キ
イ
ツ
、　
ハ
イ
ネ
等
の
西
欧
浪
漫
派
の
詩
文
の
清
新
な
響
き
や
、
古
今
集
か
ら
江
戸
時
代
の
桂

園
派

へ
と
伝
わ
る
和
歌
の
伝
統
的
抒
情
、
芭
蕉
、
蕪
村
等
や
、
さ
ら
に
小
学
唱
歌
集
、
讃
美
歌
の
香
り
高
い
調
べ
が
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

の
水
脈
を

つ
く

っ
て

「
新
体
詩
抄
」
か
ら

「
於
母
影
」
を
と
お
り

「
若
菜
集
」

へ
と
流
れ
る
大
河
に
そ
そ
ぎ
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
水
脈
を
さ
ぐ

っ
て
近
代
詩
の
発
生
を
た
し
か
め
る
研
究
に
い
た
っ
て
は
、
戦
後
の
花
大
な
近
代
詩

研
究
の
成
果
の
中
で
、
蓼
々
た
る
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
水
脈
の
中
か
ら
讃
美
歌
を
取
り
上
げ
、

覚
書
の

一
つ
を
記
し
て
み
た
い
。

明
治
七
年
の
神
戸
版
無
題
讃
美
歌
集
の
第
二
十
六
に

一　

く

ら

き

に

ね

む

る

　

つ

み

び

と

も

じ

ひ

の

ひ

か

り

に

　

け

ふ

よ

り

は

（
一一一一）

也
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か
く か り と し べ れ と あ け め

に  し は も て し て の る り て

蓮

の

如

く

ぞ

　

　

　

開

け

た

る

智

恵

の

ひ

か

り

は

　

ょ

そ

＜

絶

朝

日

の

如

　

　

　

　

ぁ

き

ら

か

に

と
い
う
よ
う
な

「
梁
塵
秘
抄
」
中
の
法
文
歌
の
お
お
ら
か
な
響
き
を
つ
た
え
て
、
讃
美
歌
と
し
て
み
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
厳

し
い
原
罪
意
識
の
稀
薄
な
歌
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
各
節
に
は

「
つ
み
び
と
」
と
い
う
語
の
繰
返
し
は
あ
る
が
、

「
ち

り
の
う
き
よ
の
ゆ
め
」
と
い
い
、

「
む
ね
の
く
も
き
り
」
と
い
い
、
い
ず
れ
を
仏
教
的
無
常
感
か
ら

一
歩
も
出
な
い
言
葉
で
あ
る
し
、

（一四）
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（一五）

ま
た

「
じ
ひ
の
ひ
か
り
」

「
す
ゞ
し
き
か
ぜ
」
に
よ
っ
て

「
う
れ
し
き
み
」

「
い
さ
ぎ
よ
き
み
」
と
な
る
と
い
う
安
易
な
救
済
観
念
に

は
、

「
罪
」

「
械
」
を
被
う
と
い
う
日
本
古
代
の
信
仰
の
匂
い
す
ら
感
じ
ら
れ
、
い
か
に
も
キ
リ
ス
ト
教
受
容
初
期
の
性
格
を
物
語
る

歌
で
あ
る
。
然
し
こ
う
し
た
傾
向
は
、
何
も
創
作
讃
美
歌
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
獣
訳
讃
美
歌
の
場
合
で
も
、
原
讃
美
歌
の
信
仰
詩

と
し
て
の
性
格
が
訳
詩
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
伝
統
的
な
抒
情
詩
の
性
格
に
風
化
さ
れ
て
い
る
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
つ
に
は
汎
神
論
的
な
風
土
性
と
、
ま
た

一
つ
に
は
創
作
者
や
獣
訳
者
の
ほ
と
ん
ど
が
短
歌
的
教
養
の
持
主
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、
日

本
語
独
特
の
抒
情
性
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
論
理
性
に
根
強
く
抵
抗
し
て
、
そ
の
性
格
を
曖
昧
な
ら
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

Ｚ
Ｏ

。

然
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
創
作
讃
美
歌
を

一
篇
の
詩
と
し
て
な
が
め
た
場
合
、
西
欧
の
詩
精
神
を
意
識
し
て
移
植
し
近

代
詩
の
哨
矢
と
い
わ
れ
る
明
治
十
五
年
の

「
新
体
詩
抄
」
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
清
新
な
リ
リ
ン
ズ
ム
に
お
い
て
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て

い
る
の
に
驚
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
新
体
詩
抄
」
の
創
作
詩
で
同
じ
七
五
調
の

眼

む

る

心

は

　

　

　

死

ぬ

る

な

り

見

ゆ

る

形

は

　

　

　

お

ほ

ろ

な

り

あ

す

を

も

知

ら

ぬ

　

我

命

あ

は

れ

は

か

な

き

　

夢

ぞ

か

と
い
う

「
玉
の
緒
の
歌
」
の

一
節
や

昔

し

唐

上

の

　

　

　

朱

文

公

よ

に

博

学

の

　

　

　

大

人

な

わ

が

学

問

を

　

　

　

す

ゝ

め

ん が

と ら



つ き わ あ

き み が ま

ぬ の た つ

い め ま ま

づ ぐ は し

み み ま み

と は た づ

わ わ か の

き れ は み

い に か て

づ こ ざ こ

れ そ れ そ

よ な よ あ

の が に ま

み く も つ

づ か わ ま

い はこれ し

か け に み

で る も づ

た わ あ な

り が ふ が

ぬ た れ れ

べ ま け き

き に り て

夢 一 少

の 生 年

如 涯 易

し は 老

と   の

嘆 春 詩

き の を

け 夜 作

り の り

と
い
う

「
勤
学
の
歌
」
の

一
節
の
用
語
の
粗
雑
さ
や
詩
精
神
の
低
級
な
歌
に
比
較
し
て
、
明
治
七
年
と
い
う
昔
に
作
ら
れ
た
こ
の
讃

美
歌
の
形
式
と
し
て
の
七
五
調
が
、
い
か
に
も
見
事
に
詩
と
し
て
定
着
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば

こ
の
讃
美
歌
の
功
績

は
、
伝
統
の
七
五
調
を
と
も
か
く
詩
と
し
て
造
型
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
七
五
調
の
創
作
讃
美
歌
は

年
数
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
益
々
み
が
き
が
か
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
明
治
十
七
年
版
の

「
基
督
教
聖
歌
集
」
の
第
百
五
十
番
に

あ

ま

つ

ま

し

み

づ

貝

き

か

な

（
一六
）



く そ た

み の ゆ

て ま る

た し せ

の み も

し づ な

く を く

オつ い か

れ く ぎ

は ち り

の よ な

ま も し

ん

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
松
平
栄
子
の
作
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
流
麗
な
調
べ
は
、
歌
わ
れ
る
と
い
う
性
格
か
ら
自
か
ら
に

生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
キ
リ
ス
ト
教
的
情
感
が
、
日
本
の
自
然
感
情
と
融
合
し
て
作
り
出
し
た
と
思
わ
れ
る
優
美
な
抒
情

性
を
た
た
え
た
す
ぐ
れ
た
歌
に
な

っ
て
い
る
。

も

っ
と
も
七
五
調
を
詩
と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
詩
人
島
崎
藤
村
で
あ
る
。
然
し
藤
村
に
し
て
も
こ
う
し
た
素
晴

し
い
先
樅
が
な
け
れ
ば
、
あ
あ
ま
で
自
在
に
七
五
調
で
明
治
の
青
春
を
う
た
い
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で

あ
る
。
試
み
に

「
若
菜
集
」
中
の
∧
初
恋
Ｖ
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

人 薄 林 や

こ 紅 檎 さ

ひ の を し

初  わ く

め  れ 白

し   に き

は 秋 あ 手

じ の た を

め 実 へ の

な に し べ

り    は て

花 前 林 ま

あ に 檎 だ

る さ の あ

君 し も げ

と た と 初

る に め

し

思 花 見 前

ひ 櫛 え 髪

け の し の

り    と

き

へ
一七
）



問 誰 お 林

ひ が の 檎

た 踏 づ 畠

ま み か の

ふ そ ら

こ め な

そ し る

し み は 下  し

け ぞ   に   か

れ  と

君 た そ わ

が の の が

情 し 髪 こ

に き の こ

恋 毛 ろ

の に な

き

る い

と き

な   き の

こ か 細 樹  酌 盃 か た

ひ た 道 の  み を か め

こ
の
新
鮮
な
情
感
は
今
日
の
私
ど
も
に
も
尚
魅
力
あ
る
響
き
を
も

っ
て
い
る
が
、
然
し
こ
れ
は
七
五
調
と
い
う
定
型
に
、
温
れ
出
る

青
春
の
詩
情
を
は
め
こ
ん
だ
独
自
の
方
法
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
母
胎
と
し
て
の
讃
美
歌
の
七
五
調
文
語
定
型
詩
の
影
響
を
考

え
な
い
わ
け
に
ぃ
か
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
藤
村
が
い
つ
頃
讃
美
歌
に
触
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
二
十
年
、
藤
村
十
六
歳
の
時
に
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー

ル
で
あ
る
明
治
学
院
に
入
学
し
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
頃
、
学
院
の
教
堂
で
歌
わ
れ
る
讃
美
歌
の
哀
愁
を
伴

っ
た
清
純
な
調
べ
に

魅
せ
ら
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
事
実
、
明
治
二
十
二
年
、
十
八
歳
の
時
に
藤
村
は
洗
礼
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
受
洗

は
藤
村
の
内
面
的
自
主
的
な
要
求
と
い
う
よ
り
も
、
多
分
に
当
時
の
流
行
や
周
囲
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
藤
村
は

ま
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
を
す
て
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
受
洗
か
ら
離
脱

へ
の
傾
向
は
当
時
の
文
学
青
年
の
流
行
で
、
藤
村
の
み
の
軽
卒

と
断
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
藤
村
を
も
含
め
て
当
時
の
文
学
青
年
が
、
た
と
え

一
時
期
に
も
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教

（一八
）



（
一九
）

的
雰
囲
気
に
ひ
た

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
が
最
も
精
神
の
振
幅
の
は
げ
し
い
青
年
期
で
あ

っ
た
が
故
に
、
そ
の
人
間
形
成
に
与
え

た
影
響
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
日
本
近
代
文
学
の
夜
明
け
を
告
げ
た

「
文
学
界
」
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
み
て
も
、

キ
リ
ス
ト
教
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
十
分
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ほ

と
ん
ど
漢
字
を
用
い
な
い
平
明
簡
素
な
文
章
で
作
ら
れ
、
清
純
な
調
べ
で
歌
わ
れ
た
讃
美
歌
の
魅
力
に
、
詩
人
と
し
て
出
発
を
起
し
た

当
時
の
文
学
青
年
が
情
熱
を
燃
さ
な
か

っ
た
と
ど
う
し
て
い
え
よ
う
。
あ
る
評
論
家
が
、

「
讃
美
歌
が
は
じ
め
て
翻
訳
さ
れ
た
の
は
明
治
七
年
で
あ
る
。
そ
の
と
き
か
ら
年
を
逐
う
て
新
訳
改
訳
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
明

治
の
新
体
詩
の
成
立
す
る
は
る
か
以
前
に
、
早
く
も
西
洋
詩
の
ひ
び
き
を
伝
え
、
敬
虔
な
信
仰
告
白
に
よ
っ
て
詩
情
の
内
面
化
に
寄
与

し
た
。
こ
れ
は
詩
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
。
明
治
初
期
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
伝
道
と
と
も
に
始
め
ら
れ
た
邦
訳
讃
美
歌
は
、

明
治
の
青
春
の
声
を
形
成
す
る
に

一
の
内
面
的
役
割
を
果
し
た
と
み
て
よ
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ン
ズ
ム
の

一
つ
の
母
胎
と
し
て
の
讃
美
歌
の
性
格
を
見
事
に
説
明
し
て
い
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
讃
美
歌
の
功
績
は
、
七
五
調
文
語
定
型
詩
の
造
型
だ
け
で
は
な
い
。

め

ぐ

み

の

ひ

か

り

は

　

い

た

ら

ぬ

く

ま

な

し

ま

よ

へ

る

こ

ゝ

ろ

は

　

や

み

を

も

て

ら

せ

り

と
い
う
明
治
九
年
版
の

「
改
正
讃
美
歌
」
の

要
”
一お

の

「
〓
Ч
の
ｏ

，

〓
ｏ
要

①
コ
Ｑ
【①
協

お

多
ド

ざ
お
」
の
訳
を
伝
え
ら
れ
る
八
八

調
の
音
数
律
の
独
創
や
、
＞
針
日
∽
夫
人
の

「
Ｚ
８
『①
Ｆ

ヨ
く
の
ｏ
Ｐ

ざ

弓
Ｆ
８
」
の
邦
訳
で
あ
る
。

わ

れ

の

か

み

に

　

　

　

た

ゆ

ま

ず



な

ほ

も

ち

か

く

　

　

　

よ

ら

ま

し

と
い
う
六
四
調
の
発
見
等
、
伝
統
的
な
七
五
調
あ
る
い
は
五
七
調
の
音
数
律
に
、
新
し
い
音
数
律
を
―
八
八

ｏ
八
七

・
八
六

上
ハ
四
・

十

一
十

・
十
十
等
―

つ
け
加
え
た
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
西
欧
詩
の
韻
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
移
植
し
よ
う
と
企
て
た

森

鴎

外

の

「
於
母
影
」
に
お
け
る
実
験
も
、
讃
美
歌
の
こ
の
試
み
な
し
に
は
考
え
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
泣
菫

ｏ
有
明

・
敏
な
ど
の
讃
美
歌
調
も

こ
の
影
響
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
藤
村
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
の
先
鞭

を

つ
け
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

明
治
二
十

一
年
に
キ
リ
ス
ト
教
各
派
共
通
の
讃
美
歌
と
し
て
出
版
さ
れ
た

「
新
撰
讃
美
歌
」
の
中
の
四
番
の
歌
に
、

ゆ

ふ

ぐ

れ

し

づ

か

に

　

い

の

り

せ

ん

と

て

よ

の

わ

づ

ら

ひ

よ

り

　

し

ば

し

の

が

る

ふ

い す  木 か

よ ぎ  か み

 ゞ こ  げ よ

ゆ し  に り

く め  ひ ほ

す ぐ  れ か

え み  ふ に

の を  し

さ お  つ き

ち も  み く

を ひ  を も

ぞ つ  く の

ね  ヾ い も

が け  ぬ な

ま う

か れ

す ひ

る も

こ な

と や

を み

ぞ も

よ わ

ろ が

こ み

び か

と み

せ  に

ん

（一一〇）



い こ え 身

ま の な に

は よ ら し

の の ぬ み

と つ け わ

き と し た

に め き る

も の を

か を い ゆ

く は か ふ

て ら で く

あ ん わ れ

ら そ す ど

れ き

ん の

の
　
日

な

ん

と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人

（〓
【９
”
８
１
３

の

「
Ｈ
ざ
く
①
ざ

峰
８
】
”
邁
〓
げ

”
■
”
く
Ｌ

に
は
じ
ま
る
讃
美
歌
を

植
村
正
久
が
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
植
村
は
明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
傑
出
し
た
指
導
者
で
あ
り
、
そ
の
古
典
的
教
養
と
豊
か
な
語

学
力
を
も

っ
て
奥
野
昌
綱
や
松
山
尚
吉
ら
と
訳
さ
れ
た

「
聖
書
」
と

「
讃
美
歌
」
は
、
彼
な
く
し
て
は
成
立
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
邦
訳
讃
美
歌
は
、
明
治
二
十
年
に
、

「
女
学
雑
誌
」
の
第
六
十
七
号
に
先
ず
発
表
さ
れ
、

つ
い
で
明
治
二
十

一
年
の

「
新

撰
讃
美
歌
」
に
再
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
と
い
え
ば
、
ま
だ
鴎
外
は
独
乙
に
留
学
中
で
、
し
た
が

っ
て
訳
詩
集

「
於
母

影
」
の
清
楚
典
雅
な
調
べ
は
聞
え
ず
、
世
は
あ
げ
て

「
新
体
詩
抄
」
の
生
硬
粗
雑
な
詩
の
亜
流
で
占
め
ら
れ
て
い
た
頃
だ
か
ら
、
こ
の

邦
訳
の
清
冽
な
響
き
は
新
鮮
そ
の
も
の
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
、
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人
の
こ
の
原
歌
は
ア
メ
リ
カ
の
讃
美
歌
中
最
も
有

名
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
植
村
の
こ
の
八
六
調
邦
訳
が
、
ま
た
詩
情
あ
ふ
れ
る
柔
か
い
抒
情
詩
と
し
て
の
魅
力
を
具
え
て
い
る
素

晴
し
い
出
来
栄
え
な
の
で
あ
る
。
山
田
美
妙
が
感
嘆
の
言
葉
を

「
女
学
雑
誌
」
に
よ
せ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
頃
、
藤
村
は
年
十
六
歳
で
明
治
学
院
に
入
学
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
植
村
訳
の
讃
美
歌
に

「
女
学
雑
誌
」

で
触
れ
た
の
か
、
翌
年
出
版
さ
れ
た

「
新
撰
讃
美
歌
」
を
通
し
て
知

っ
た
の
か
は
、　
不
明
で
あ
る
が
、　
余
程
、　
感
激
し
た
の
で
あ
ろ

う
、
後
年
、
藤
村
は
こ
の
邦
訳
讃
美
歌
を
換
骨
奪
胎
し
て

「
逃
げ
水
」
と
い
う
詩
を
作
り
、

「
若
菜
集
」
に
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ

ふ

ぐ

れ

し

づ

か

に

　

ゆ

め

み

ん

と

て

（一一一）



9θ

よ

の

わ

づ

ら

ひ

よ

り

し

ば

し

の

が

る

こ す  花 き

ひ ぎ  か み

こ こ  げ よ

そ し  に り

つ ゆ  ゆ ほ

み め  き か

な ぢ  て に

れ を

つ お  こ し

み も  ひ る

こ ひ  を も

そ み  泣 の

こ る  き な

ひ に  ぬ き

く  な

ら つ

き か

冥よし

府みき

ま 君

で と

も

か て

け を

り た

ゆ づ

か さ

ん へ

た い

の の

し り

き も

そ つ

の と

へ め

と も

わ こ

れ の

は つ

ゆ み

か ゆ

じ ゑ

と
い
う
大
胆
な
模
倣
の
詩
で
あ
る
。
「
い
の
り
」
が

「
ゆ
め
」
に
、
「
か
み
」
が

「
き
み
」
に
、
そ
し
て

「
め
ぐ
み
」
が

「
こ
ひ
」
に

替
え
ら
れ
た
だ
け
と
い
う
徹
底
し
た
奪
胎
ぶ
り
で
あ
る
が
、
然
も
藤
村
は
明
治
三
十
年
の
「
若
菜
集
」
に
同
じ
く
讃
美
歌
調
の

「
月
光
」

と
な
ら
べ
て
収
め
、
三
十
七
年
の

「
藤
村
詩
集
」
に
は

「
小
詩
二
首
」
と
し
て
こ
の

「
逃
げ
水
」
と

「
月
光
」
を
同
時
に
並
べ
、
昭
和

三
年
の
岩
波
文
庫
版
「
藤
村
詩
抄
」
に
は
、
「
逃
げ
水
」
は

「
ゆ
ふ
ぐ
れ
し
づ
か
に
」
、
「
月
光
」
は
そ
の
ま
ま
の
題
で
の
せ
て
お
り
、
典

拠
と
し
て
の
原
讃
美
歌
が
当
時
の
教
会
等
で
最
も
愛
唱
さ
れ
た
余
り
に
も
有
名
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
文
学
史
家
等
に
よ
る
典
拠
の

発
見
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
発
表
当
初
か
世
間
に
判
然
と
し
た
明
々
白
々
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
藤
村
は
敷
き
写
し

（一一一一）



８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（壬
こ

に
し
た
原
歌
に
つ
い
て
は
、
生
涯

つ
い
に
何
ひ
と
つ
言
わ
ず
、
模
倣
、
換
骨
奪
胎
、
倫
句
の
名
人
と
い
う
世
評
に

一
歩
も
ひ
る
ま
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
先
駆
者
の
自
信
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
原
讃
美
歌
の
信
仰
告
白
と
清
純
の
調
べ
は
、
こ
の
「
逃
げ
水
」

で
は
い
か
に
も
見
事
に
恋
愛
の
詩
と
い
う
新
調
に
か
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
然
し
讃
美
歌
で
開
始
さ
れ
た
八
六
調
は
、
こ
う
し
て
藤

村
に
よ

っ
て
近
代
詩
と
し
て
の
定
着
を
み
、
や
が
て
は
蒲
原
有
明
に
交
響
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
有
明
の
詩
集

「
草
わ
か
ば
」
の
中
に

「
問
ふ
を
や
め
よ
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

づ

る

夜 か  や す  そ い

ご た  す ぎ  の ろ

と ら  み に  か 彩奪

よ ひ  の し  げ と

び 契  園み歓な 天慮と

さ り  生ぶ
喜5 よ な

ま し  に い  り ふ

す 少  夢 に  地ζ虹

星 女  を し  に の

は の  さ う  わ ご

照 名  そ れ  た と

ら に  応、 ひ  り く

す

ゆ さ  い か

か  は   て
' 

ゞ

し あ  れ や

き れ  の き

影 ひ  光 わ

こ と  も た

そ へ  い れ

胸 に  と る

は わ  慕 星

照 け  は の

ら て  し か

せ め    の

界
よ



少

女

は

失

せ

し

や

墓

は

い

づ

こ

わ

が

星

い

づ

れ

と

問

ふ

を

や

め

よ

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
「
逃
げ
水
」
を
と
お
し
て
讃
美
歌
の
八
六
調
の
調
べ
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

尚
、
「
若
菜
集
」
で
先
き
の

「
逃
げ
水
」
と
並
ん
で
い
る

「月
光
」
も
典
拠
は
見
当
ら
ぬ
が
、　
讃
美
歌
に
比
較
的
多
い
八
七
調
の
感

化
で
作
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し

づ

か

に

て

ら

せ

入

る

な

り

な

さ

け

は

う

き

よ

の

は げ お   ひ る

な   も   か

く     は     り

と   す   の

ほ     記毛と

朽 か な く

ち に さ と

ゆ も け も

く       し

わ   ら

が   ぬ

み

み   さ   な

る   や   ど

ひ   け   か

と    き   絶

の   そ   間

忍 胸 こ の も な 月

び に ゑ か の く の

（一一四
）



8/

あ

か

い
　

づ

さ

ぬ

お

も

ひ

と

こ

の

月

か

げ

と

れ

か

声

な

き

い

づ

れ

か

な

し

き

と
い
う
の
で
、
こ
れ
も

「
逃
げ
水
」
と
同
じ
く
恋
愛
の
詩
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
八
七
調
は
、
た
と
え
ば
岩
野
泡
鳴
の
詩
集

「
夕
潮
」
中
の

「
あ
あ
、
世
の
歓
楽
」
で

あ
あ
、
世
の
　
歓
楽
　
あ
ま
き
に
　
過
ぎ
て
、

夢
路
　
に
　
ま
た
が
る
　
春
、
そ
の
　
う
つ
つ
。

遠
き
は
　
薄
も
や
、
近
き
は
　
花
　
の

ね
む
り
　
か
、
心
の
　
ま
な
こ
　
を
　
め
ぐ
る
。

そ
れ
、
た

ゞ
　
し
き
り
に
　
降
る

窓
　
に
は
、

そ
れ
、
た
だ
　
曇
り
て
　
吹
く

浮
き
立

つ

の
恋
　
も
や
　
秘
め
ん
。

い
こ
ひ
　
や
　
住
ま
ん
。

と
い
う
よ
う
に
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
泡
鳴
の
詩
に
は
、
八
六
調
や
こ
の
八
七
調
が
多
く
、
讃
美
歌
か
ら
直
接
に
学
ん
だ

思 や そ
オつ
= 

 ゞ ほ
の 風 ろ そ

に   雨｀ の

（一一五
）



も
の
か
、
藤
村
の
詩
を
と
お
し
て
の
影
響
か
は
確
か
め
得
な
い
が
、
然
し
泡
鳴
の
詩
集
の
い
ず
れ
も
が
明
治
三
十
年
代
の
後
半
か
ら
四

十
年
代
の
初
め
に
か
け
て
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
か
の
感
化
に
よ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
讃
美
歌
で
試
み
ら
れ
た
数
々
の
音
数
律
が
文
語
定
型
の
詩
と
し
て
近
代
詩
に
定
着
す
る
た
め
に
は
、
藤
村
の
実
験
、
つ

ま
り
形
式
と
し
て
の
い
く

つ
か
の
定
型
に
、
自
己
の
血
を
か
よ
わ
せ
る
内
面
化
の
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
更
に
そ
の
た
め
に
模
倣
、
換

骨
奪
胎
、
倫
句
、
敷
き
写
し
等
が
か
え

っ
て
積
極
的
な
意
義
を
も

っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
世
に
藤
村
調
と
呼
ば
れ
る

も
の
も
、
こ
こ
に
そ
の
秘
密
の

一
端
が
か
く
さ
そ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
き
め
荒
い
覚
書
か
ら
も
、
讃
美
歌
が
藤
村
に
と

っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
近
代
詩
の
源
流
の

一
つ
と

し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
否
、
日
本
の
近
代
抒
情
詩
は
、
こ
の
讃
美
歌
と
藤
村
詩
を
結
ぶ
延
長
線
上
に
確
定
さ
れ
て
い
っ
た

と
の
べ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
泡
鳴
、
泣
菫
、
有
明
、
敏
等
の
詞
花
集
中
の
い
く
つ
か
は
、

こ
の
讃
美
歌
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
も

っ
と
も
泡
鳴
、
泣
菫
、
有
明
、
敏
等
に
お
け
る
讃
美
歌
の
影
響
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（一一一（）


