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の
よ
う
な
単
独
性
を
貫
き
な
が
ら
、
万
葉
の
千
数
百
年
以
上
前
の
民
衆
の
心
情
が

込
め
ら
れ
た
短
歌
の
調
べ
と
重
な
っ
て
く
る
思
い
が
し
た
の
だ
っ
た
。

　

敗
戦
後
に
小
野
十
三
郎
は『
詩
論
』の
中
で
詩
の
中
に
潜
む「
短
歌
的
抒
情
」を「
奴

隷
の
韻
律
」
と
い
い
、
詩
の
中
に
詩
人
独
自
の
韻
律
が
詩
人
内
部
の
批
評
性
か
ら

生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
提
唱
し
、「
短
歌
的
抒
情
の
否
定
」
を
主
張
し
た
。
こ
の
小

野
十
三
郎
の
詩
論
は
、
多
く
の
詩
人
た
ち
が
七
五
調
な
ど
の
文
語
詩
で
天
皇
を
守

る
た
め
に
、
戦
争
に
向
か
う
よ
う
な
詩
を
書
い
て
し
ま
っ
た
詩
人
の
戦
争
責
任
を

内
部
に
問
う
意
味
で
、
歴
史
的
に
も
重
要
な
評
論
で
あ
り
詩
論
で
あ
っ
た
。
し
か

し
小
野
十
三
郎
の
詩
論
は
、
も
ち
ろ
ん
短
歌
の
存
在
や
短
歌
を
作
る
こ
と
を
否
定

し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
短
歌
的
抒
情
」
の
韻
律
に
呑
み
込
ま
れ
て
詩
人
の
主
体
性

を
消
し
去
ら
な
い
よ
う
に
、
小
野
十
三
郎
は
自
ら
の
内
部
か
ら
湧
き
出
て
く
る
真

の
批
評
的
な
韻
律
を
生
み
出
す
よ
う
に
、
戦
後
に
詩
を
書
こ
う
と
す
る
自
分
を
含

め
た
詩
人
た
ち
の
内
面
に
突
き
つ
け
た
の
だ
と
私
は
受
け
止
め
て
い
る
。

　

田
中
さ
ん
は
、
戦
前
に
本
郷
に
あ
っ
た
女
子
高
等
学
園
で
、
大
正
天
皇
の
従
妹

で
あ
り
「
白
蓮
事
件
」
で
有
名
な
柳
原
白
蓮
か
ら
短
歌
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
そ

う
だ
。
ま
た
西
条
八
十
や
大
島
博
光
が
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
詩
誌
「
蝋
人
形
」

小
さ
な
庭
か
ら
希
望
の
調
べ
を
奏
で
る
人　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　

田
中
作
子
歌
集
『
小さ

庭に
わ

の
四
季
』
に
寄
せ
て

　　
　

１

　

田
中
作
子
さ
ん
は
、
戦
前
か
ら
詩
を
書
か
れ
、
二
〇
一
一
年
に
刊
行
し
た
『
吉

野
夕
景
』
を
含
め
て
五
冊
の
詩
集
を
既
に
刊
行
し
て
い
る
詩
人
だ
。
し
か
し
数
年

前
か
ら
小
川
と
よ
子
氏
主
宰
の
短
歌
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て

短
歌
を
書
き
始
め
た
と
い
う
。「
小
庭
」
を
「
さ
に
わ
」
と
呼
び
爽
や
か
な
響
き
を

残
す
こ
の
歌
集
原
稿
を
拝
読
し
、
私
の
中
で
感
じ
て
い
た
短
歌
の
抒
情
的
な
韻
律

と
は
異
な
る
魅
力
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
何
か
見
知
ら
ぬ
路
地
裏
に
入
り
込
み
、
そ

の
近
く
の
露
地
の
小さ

庭に
わ

か
ら
不
思
議
な
韻
律
の
世
界
に
紛
れ
込
ん
で
い
き
、
短
歌

で
あ
り
な
が
ら
も
長
編
叙
事
詩
を
読
む
体
験
を
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
一
首
の

短
歌
の
調
べ
が
次
の
短
歌
に
転
移
し
て
、
そ
の
大
ら
か
な
短
歌
の
調
べ
の
重
な
り

に
転
調
し
て
、
い
つ
し
か
ビ
バ
ル
デ
ィ
の
協
奏
曲
『
四
季
』
に
引
き
込
ま
れ
て
し

ま
う
よ
う
に
最
後
ま
で
通
読
し
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
五
七
五
七
七
の
調
べ
で
も
こ
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字
を
一
行
で
書
か
れ
て
あ
る
。
し
か
し
田
中
さ
ん
の
短
歌
は
、
本
人
の
原
稿
の
よ

う
に
五
七
五
／
七
七
と
二
行
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
二
行
目
は
三
字
目
か
ら
始
ま
っ

て
い
て
、
韻
律
を
受
け
止
め
や
す
く
と
て
も
読
み
や
す
く
感
じ
た
。
一
月
（
睦
月
）

二
十
首
の
冒
頭
は
、
次
の
短
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　

一
年
に
一
度
な
れ
ど
も
年
賀
状

　
　
　
　

便
り
う
れ
し
き
友
の
筆
跡

　

こ
の
短
歌
を
読
む
と
、
友
の
筆
跡
を
辿
り
友
の
健
康
や
活
躍
を
願
う
田
中
さ
ん

の
感
受
性
や
人
生
観
が
よ
く
分
か
る
。
私
た
ち
は
葉
書
や
手
紙
の
内
容
に
目
を
奪

わ
れ
が
ち
だ
が
、
田
中
さ
ん
は
手
書
き
の
筆
跡
を
楽
し
む
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
て

い
る
。

　
　

り
ん
ご
一
つ
裸
木
に
挿
し
小
鳥
待
つ

　
　
　
　

ち
い
さ
き
生
命
来
る
を
た
の
し
む

に
も
詩
を
投
稿
し
て
い
て
詩
の
影
響
も
受
け
て
い
た
。
空
襲
の
本
格
化
す
る
前
に

女
学
校
生
活
の
中
で
も
、
田
中
さ
ん
は
詩
や
短
歌
を
書
き
、
哲
学
の
授
業
な
ど
興

味
深
い
講
座
を
受
け
て
い
た
利
発
な
女
学
生
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
田
中
さ
ん
の
結

婚
前
の
名
前
は
榊
原
作
子
で
、
実
家
は
茨
城
県
潮
来
に
あ
り
、
先
祖
は
水
戸
藩
の

武
士
で
漢
学
者
の
家
系
で
あ
り
、
郷
土
の
行
政
に
も
か
か
わ
っ
て
い
て
、
災
害
時

に
も
活
躍
を
さ
れ
た
そ
う
だ
。
ま
た
、
銚
子
の
廻
船
問
屋
で
親
族
に
は
漢
学
者
も

い
た
祖
母
は
、
短
歌
を
作
っ
て
い
た
と
い
い
、
田
中
さ
ん
に
と
っ
て
短
歌
を
書
き

始
め
た
こ
と
は
、
祖
母
や
柳
原
白
蓮
た
ち
を
想
起
し
、
や
り
残
し
て
い
た
こ
と
を

果
た
す
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　

２

　

歌
集
『
小さ

庭に
わ

の
四
季
』
は
、
一
月
（
睦
月
）
か
ら
十
二
月
（
師
走
）
ま
で
の

二
五
八
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
毎
月
の
季
節
の
移
り
変
わ
り
と
小さ

庭に
わ

の
植
物
に

訪
れ
て
く
る
生
き
も
の
た
ち
の
姿
を
通
し
て
、
自
然
の
持
っ
て
い
る
力
を
田
中
さ

ん
が
日
々
確
認
し
、
生
き
て
い
く
力
に
変
換
さ
せ
る
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
。
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
も
時
々
届
く
短
歌
雑
誌
や
歌
集
の
多
く
は
、
三
十
一
文
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三
月
（
弥
生
）
十
九
首
で
は
、
梅
の
花
や
木
々
の
芽
吹
き
な
ど
を
見
て
、
体
の

寒
さ
も
解
け
て
い
く
よ
う
な
温
か
さ
を
感
じ
さ
せ
、
友
か
ら
も
春
の
息
吹
き
を
伝

え
る
品
や
手
紙
な
ど
が
届
き
春
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
　

ふ
る
さ
と
の
友
の
好
意
の
宅
急
便

　
　
　
　

春
の
白
魚
水
く
き
の
あ
と

　
　

通
り
す
ぎ
ま
た
振
り
返
る
垣
の
梅

　
　
　
　

香
り
に
酔
い
て
深
呼
吸
せ
り

　
「
水
く
き
の
あ
と
」
と
は
筆
跡
の
後
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
麗
し
い
筆
文
字

に
よ
っ
て
故
郷
の
友
が
冬
を
乗
り
切
っ
て
春
を
伝
え
る
た
め
に
白
魚
を
送
っ
て
き

た
喜
び
が
率
直
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
梅
の
香
に
誘
わ
れ
て
梅
の
周
り
を
立
ち

去
り
が
た
い
思
い
を
ユ
ー
モ
ア
も
感
じ
さ
せ
て
記
し
て
い
る
。

　

四
月
（
卯
月
）
二
十
二
首
で
は
、
草
木
か
ら
春
の
到
来
を
喜
ぶ
短
歌
だ
け
で
な
く
、

　

き
っ
と
冬
に
は
野
鳥
の
食
べ
物
が
少
な
く
な
り
飢
え
て
い
る
こ
と
を
田
中
さ
ん

は
知
っ
て
い
る
。
り
ん
ご
一
つ
を
ま
る
ご
と
挿
し
て
飢
え
を
満
た
し
、
小
鳥
の
命

を
慈
し
ん
で
い
る
。
と
同
時
に
田
中
さ
ん
は
「
ち
い
さ
な
生
命
」
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
も
ら
う
よ
う
に
そ
の
光
景
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
。
り
ん
ご
一
つ
の
縁
を
感

じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　　

二
月
（
如
月
）
二
十
二
首
で
は
、
春
直
前
の
冬
を
耐
え
て
き
た
命
の
姿
を
描
い

て
い
る
短
歌
が
多
く
、
そ
の
健
気
な
命
を
慈
し
ん
で
い
る
。
ま
た
春
を
待
て
ず
に

逝
っ
た
友
を
偲
ぶ
短
歌
も
心
に
沁
み
る
。

　
　

緑
な
す
雑
草
抜
け
ば
根
の
長
く

　
　
　
　

た
く
ま
し
き
か
な
生
命
あ
る
も
の

　
　

梅
の
花
香
に
送
ら
れ
て
逝
き
し
友

　
　
　
　

空
逝
く
雲
を
見
詰
む
る
我
は
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楠
の
木
の
古
葉
は
夜
に
降
り
つ
も
る

　
　
　
　

明
く
れ
ば
す
が
し
さ
み
ど
り
の
空

　
　

王
墓
の
豆
蒔
か
れ
つ
づ
け
て
む
ら
さ
き
の

　
　
　
　

莢
も
つ
豆
の
生い

の
ち命
永と
こ
し
え遠

　

田
中
さ
ん
は
常
緑
樹
の
楠
が
日
々
下
葉
を
落
と
し
な
が
ら
、
命
を
新
た
に
し
て

い
く
様
を
人
間
が
日
々
細
胞
を
新
た
に
再
生
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
重
ね
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
王
墓
か
ら
出
て
き
た
三
千
年
前
の
豆
が

芽
吹
い
た
こ
と
か
ら
「
生い

の
ち命
永と
こ
し
え遠
」
の
力
を
短
歌
に
宿
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

六
月
（
水
無
月
）
十
七
首
で
は
、
梅
雨
の
晴
れ
間
に
覗
く
光
景
や
遠
く
へ
去
る

友
へ
の
労
わ
り
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

朝
の
雨
あ
が
り
て
光
る
若
楓

　
　
　
　

芝
の
庭
に
は
陽
の
射
し
て
あ
り

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
人
び
と
へ
の
い
た
わ
り
も
伝
え
て
い
る
。

　
　

気
温
零
下
雪
降
る
夜
を
被
災
せ
し

　
　
　
　

人
は
送
る
か
夜
具
も
な
き
ま
ま

　
　

大
津
波
瞬
時
に
い
の
ち
奪
わ
れ
し

　
　
　
　

人
の
無
念
は
推
し
測
り
得
ず

　

田
中
さ
ん
の
被
災
者
た
ち
へ
の
深
い
い
た
わ
り
の
心
が
伝
わ
っ
て
く
る
短
歌
だ
。

家
や
家
族
や
友
人
や
故
郷
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
人
び
と
が
、
夜
具
も
無
く
過
ご

し
て
い
る
痛
ま
し
い
夜
の
寒
さ
が
感
じ
ら
れ
て
、
大
津
波
が
引
き
起
こ
し
た
悲
劇

を
甦
ら
せ
て
く
れ
て
い
る
。

　

五
月
（
皐
月
）
二
十
二
首
で
は
、
春
の
終
わ
り
か
ら
梅
雨
に
向
か
う
移
ろ
い
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
人
生
や
永
遠
の
命
を
問
う
短
歌
も
多
い
。
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七
月
（
文
月
）
か
ら
十
二
月
（
師
走
）
ま
で
を
読
み
進
め
て
み
た
い
。
七
月
（
文

月
）
十
九
首
に
は
、
菖
蒲
の
咲
く
頃
で
も
あ
り
、
故
郷
の
潮
来
を
振
り
返
り
、
ま

た
大
震
災
の
被
災
者
を
思
い
や
る
短
歌
も
あ
る
。

　
　

佐
原
ま
で
舟
で
行
き
た
る
そ
の
昔
の

　
　
　
　

水
上
の
路
今
は
途
絶
え
て

　
　

七
月
の
暦
め
く
り
て
手
を
止
め
ぬ

　
　
　
　

被
災
せ
し
人
如
何
に
過
す
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
月
十
一
日
よ
り
震
災
四
ヶ
月
過
）

　
　

　

田
中
さ
ん
は
潮
来
か
ら
佐
原
の
女
学
校
に
舟
で
通
っ
て
い
た
と
い
う
。
当
時
の

菖
蒲
の
咲
く
の
ど
か
な
風
景
を
思
い
出
し
な
が
ら
現
代
の
慌
し
い
暮
ら
し
と
対
比

さ
せ
て
い
る
。
ま
た
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
た
ち
の
今
も
続
く
苦
悩
を
決
し
て

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
を
新
た
に
し
て
く
れ
る
。

　
　

子
供
住
む
北
海
道
へ
移
る
の
と

　
　
　
　

気
弱
に
友
は
わ
れ
に
語
り
ぬ

　

田
中
さ
ん
の
短
歌
は
客
観
的
な
映
像
や
友
の
語
る
近
況
を
た
だ
叙
景
す
る
こ
と

に
徹
し
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
伝
え
る
こ
と
か
ら
は
み
出
て
来
て
、
何
と
も
言
え

な
い
抒
情
が
こ
ぼ
れ
出
て
く
る
。
き
っ
と
命
を
讃
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
む
も
の

に
儚
い
命
や
存
在
の
震
え
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
心

を
許
し
あ
う
友
の
心
細
い
心
境
か
ら
、
人
間
の
幸
せ
や
定
め
と
は
何
か
を
考
え
さ

せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

３

　

一
月
（
睦
月
）
か
ら
六
月
（
水
無
月
）
を
読
ん
で
き
て
、
田
中
さ
ん
の
毎
月
の

時
間
に
は
、
季
節
の
色
や
匂
い
が
あ
り
、
時
間
が
深
ま
り
瞬
間
の
驚
き
を
湛
え
な

が
ら
、
生
き
る
喜
び
と
感
謝
を
伝
え
て
い
る
思
い
を
感
じ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ

の
時
間
に
は
友
や
親
族
や
被
災
者
の
存
在
を
思
い
や
る
優
し
さ
が
溢
れ
て
い
る
。
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九
月
（
長
月
）
二
十
八
首
で
は
、
夏
が
終
わ
り
秋
へ
と
代
わ
る
時
の
悲
哀
の
よ

う
な
も
の
が
色
濃
く
出
て
い
る
短
歌
が
多
い
。
ま
た
秋
彼
岸
に
亡
く
な
っ
た
夫
と

無
言
の
対
話
を
し
て
い
る
短
歌
や
東
北
の
人
び
と
を
鎮
魂
す
る
短
歌
も
味
わ
い
深

い
。

　
　

い
ま
在
ら
ば
話
し
た
き
こ
と
あ
ま
た
有
り

　
　
　
　

君
の
心
も
聞
き
た
き
も
の
を

　
　

み
ち
の
く
の
夜
空
彩
る
音
と
花

　
　
　
　

届
け
よ
天
の
闇
の
彼
方
に

　

田
中
さ
ん
の
夫
は
、
家
業
だ
け
で
な
く
地
元
の
様
々
な
公
職
も
さ
れ
て
い
て
、

地
域
の
た
め
に
尽
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
ゆ
っ
く
り
と
話
し
合
う
時

間
も
取
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
短
歌
を
作
る
た
め
に
田
中

さ
ん
は
き
っ
と
夫
と
豊
か
な
対
話
を
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

　

八
月
（
葉
月
）
二
十
六
首
で
は
、
真
夏
の
熱
気
を
回
想
す
る
魅
力
的
な
短
歌
が

多
い
が
、
異
常
気
象
を
記
し
た
短
歌
に
季
節
感
が
損
わ
れ
て
く
る
恐
れ
を
直
観
し

て
い
る
。

　
　

雲
低
く
梅
雨
空
の
ま
ま
立
秋
に

　
　
　
　

入
り
て
さ
び
し
く
蟬
の
声
聞
く

　
　

鎮
魂
の
山
車
は
絆
に
結
ば
れ
て

　
　
　
　

笛
や
太
鼓
は
天
に
届
け
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陸
前
高
田
Ｎ
Ｈ
Ｋ
中
継
）

　

昨
年
の
夏
は
梅
雨
が
長
す
ぎ
て
、
夏
が
来
な
い
の
で
は
思
わ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら

蟬
の
声
が
あ
ま
り
聞
こ
え
て
こ
な
い
の
で
、
夏
が
耳
か
ら
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か

ら
だ
。
そ
の
夏
不
在
の
感
じ
を
田
中
さ
ん
は
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
天
候
不
順
・

異
常
気
象
に
気
付
く
こ
と
は
、
ま
だ
人
間
の
感
性
が
異
常
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と

の
証
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
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り
、
畦
道
に
は
彼
岸
花
が
と
て
も
よ
く
似
合
っ
て
い
る
よ
う
に
田
中
さ
ん
の
短
歌

も
そ
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　

十
一
月
（
霜
月
）
二
十
二
首
で
は
、
小
さ
な
庭
で
大
き
な
秋
を
臨
み
、
冬
に
備

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
晩
秋
を
楽
し
む
人
び
と
も
記
し
て
い
る
。

　
　

旅
に
出
る
い
と
ま
な
け
れ
ば
我
が
庭
の

　
　
　
　

も
み
じ
を
山
と
見
立
て
眺
む
る

　
　

冬
近
し
桜
葉
の
散
る
川
の
面

　
　
　
　

菊
川
橋
に
は
ぜ
を
釣
る
人

　

田
中
さ
ん
の
短
歌
は
、
激
情
的
で
あ
っ
た
り
悲
壮
感
が
漂
よ
っ
て
い
た
り
せ
ず
、

淡
々
と
情
景
を
詠
ん
で
い
る
だ
け
だ
。
過
剰
に
感
情
を
込
め
な
い
か
ら
、
読
者
は

自
由
に
そ
の
情
景
に
入
り
こ
ん
で
、
自
分
の
感
情
を
そ
の
中
で
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
も
み
じ
山
を
ど
の
よ
う
に
眺
め
る
か
。
は
ぜ
を
釣
る
人
は
何
を
思
っ
て

そ
の
よ
う
な
鎮
魂
の
思
い
は
、
み
ち
の
く
の
花
火
を
打
ち
上
げ
る
東
北
の
人
び
と

の
思
い
に
も
重
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

　

十
月
（
神
無
月
）
十
八
首
で
は
、
天
候
不
順
も
あ
る
が
、
秋
の
収
穫
の
恵
み
に

感
謝
し
、
秋
の
美
し
い
草
木
を
褒
め
た
た
え
る
短
歌
も
多
い
。

　
　

香
り
よ
き
新
米
の
釜
開
け
る
と
き

　
　
　
　

白
く
燦さ

ん

た
り
米
の
粒
粒

　
　

葉
も
無
く
て
い
っ
せ
い
に
咲
く
彼
岸
花

　
　
　
　

炎
の
先
の
紅
き
妖
し
さ

　

田
中
さ
ん
の
短
歌
に
は
、
日
常
の
暮
ら
し
を
淡
々
と
歌
う
傾
向
と
、
時
に
感
覚

を
研
ぎ
澄
ま
さ
せ
て
イ
メ
ー
ジ
を
艶
や
か
に
膨
ら
ま
せ
て
い
く
傾
向
が
共
存
し
て

い
る
が
、
ど
ち
ら
も
無
理
な
く
自
然
に
歌
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
長
だ
ろ
う
。

新
米
の
耀
き
も
彼
岸
花
の
妖
し
さ
も
人
間
に
と
っ
て
ど
ち
ら
も
大
切
な
も
の
で
あ
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記
す
大
ら
か
な
叙
景
短
歌
で
あ
り
、
ま
た
批
評
性
も
秘
め
人
生
を
見
通
し
て
し
ま

う
思
索
的
な
短
歌
と
も
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
短
歌
の
中
で
は
、
野
草
も
植

木
も
小
鳥
た
ち
も
昆
虫
た
ち
も
、
ま
た
心
を
通
わ
す
友
人
・
知
人
・
親
族
た
ち
と
も
、

無
言
だ
が
豊
か
な
対
話
が
楽
し
げ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
集
は
田
中

さ
ん
の
時
代
の
試
練
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
詩
的
精
神
と
新
た
な
四
季
を

発
見
し
よ
う
と
す
る
美
意
識
が
生
み
出
し
た
も
の
だ
。
そ
ん
な
希
望
の
調
べ
が
奏

で
ら
れ
て
い
る
歌
集
を
多
く
の
四
季
を
愛
す
る
人
び
と
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ

て
い
る
。

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
読
者
に
任
せ
て
い
る
短
歌
な
の
だ
。

　

十
二
月
（
師
走
）
二
十
三
首
で
は
、
寒
気
の
師
走
の
中
で
田
中
さ
ん
は
、
様
々

な
光
景
か
ら
思
索
的
な
短
歌
を
溢
れ
る
よ
う
に
残
し
て
い
る
。
田
中
さ
ん
の
叙
景

と
思
索
が
合
体
し
新
し
い
調
べ
が
人
生
を
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　
　

年
老
い
て
話
し
込
む
人
多
く
な
り

　
　
　
　

貧
し
き
昭
和
を
豊
か
と
語
る

　
　

落
葉
降
る
散
る
に
は
あ
ら
ず
大
い
な
る

　
　
　
　

天
が
与
え
し
歳
月
の
雨

　
　

寒
風
に
凛
と
咲
き
た
る
山さ

ざ

ん

か

茶
花
は

　
　
　
　

明
日
散
る
花
と
思
わ
れ
ぬ
な
り

　

田
中
さ
ん
の
短
歌
は
「
短
歌
的
抒
情
」
か
ら
は
遠
く
、
小さ

庭に
わ

の
変
化
を
淡
々
と


